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１．地域資源の活用と地域づくりに関する調査結果 

 

１）アンケート実施概要 

対象集落：県内の対象地域から中山間地を中心に 80 集落を抽出 

     対象市町村ごとの配分数は、農業センサス集落調査の集落数により按分 

     各市町村において、配分数に応じ以下の条件で対象集落を抽出 

① 地域資源を活用した活性化の取り組みが行われており、持続可能性の高い
集落 

② 活性化の取り組みは特に行われていないが、地域資源の活用による活性化
の可能性の有る地域 

③ 他に比べ、今後とも、地域資源の活用による活性化の可能性が低い集落 
※ 上記の①②③は、１：３：１で抽出（配分数が少ない場合は②を中心に） 

対象者 ：地域代表者（自治会長等を市町村により選出）（１名） 

     地域住民（集落の住民）（各 10 名） 

      ※ 地域住民は、地域代表者が選定 

方法  ：地域代表者 記名・郵送方式 

     地域住民  地域代表者から直接配布、回答は郵送 

調査項目：地域代表者 地域活性化等の活動状況、地域資源（地域住民と同）、地域の将来 

     地域住民  地域資源発掘（以下の６種類、各最大３つまで） 

 

 

 

 

実施期間：平成 18 年 12 月 21 日～平成 19 年 1 月 12 日 

回収率 ：地域代表者 配布数 80  回収数 65（回収率 81.3％） 

地域住民  配布数 800  回収数 432（回収率 54.0％） 

 

市町村 
調査 

集落数 
対象集落名 

鹿角市 11 用野、松館、小豆沢、瀬田石、河原ノ湯、宮野平、小坂三区、上台、紙芦名沢、上町

小坂町 2 野口、荒川 

大館市 20 
中神明、城西、旭ヶ丘一区、南たつみ町、日景町、松峰、大明神、餌釣 1,2 区、板沢、

沢尻、本郷下、粕田、伊勢町、上川端、下川端、前団野、独鈷、本郷２、代野、赤坂

北秋田市 16 
今泉、田中、向黒沢、太田、堂ヶ岱、七日市、道城、上杉、合川、美栄、浦田、 

前田駅前、五味堀、川向、本城上、下新町 

上小阿仁村 2 大林 

能代市 11 鶴形、天内、羽立、山谷、中川原、道地、11 区、八幡町、梅内前町、小掛 2区、竹生

藤里町 2 粕毛、大沢 

三種町 8 鹿北、内鯉川、上岩川、浜田、鵜川、志戸橋、泉八日、達子 

八峰町 4 石川、大久保岱、岩館第 2、本館 

男鹿市 5 西水口、真山郷中、入道崎郷中、塩浜谷、福米沢 

計 80  

         

・昔から大切にしてきた自然やこれからも大切に

していきたい自然 

・昔の建物や伝統的な祭り、芸能など 

・昔から伝わる生活の中での自然の利用のしかた

・今も残っているもの

・今はなくなってしま

ったり、なくなりつ

つあるもの

× 
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２）調査票 

①挨拶状 

地域資源の活用と地域づくりに関する調査のお願い 

 

  

 

 

わたしたちが暮らす秋田は、豊かな自然にめぐまれています。 

わたしたちの祖先は、食糧も燃料も、家も生活の道具も衣類も、たいていのものは

近くの森や川や海や田畑から得られるものを使って暮らしてきました。その長い歴史

の中で、自然の恵みをうまく使う知恵や技術を培ってきました。わたしたち自身も、

少し前までは炭や薪を使い、地元でとれた農作物や魚を食べ、自然と深くかかわる生

活をしていました。 

今はどうでしょうか。 

暖房器具や様々な電化製品など便利な道具がたくさんでき、暮らしは大きく様変わ

りしています。 

かつては、自然をあがめ、自然に感謝し、時には自然をおそれ、鎮めるような様々

な行事やきまりごとが数多くありましたが、わたしたちには、どのように生活が便利

になっても、この気持ちだけは次世代に継承していく義務があるように思えます。 

 

わたしたちの住むこの地域が、これからも活気があって暮らしやすい場所であるた

めに、わたしたちはもう一度、地域の知恵や技術を見直して、身の回りの山や川や海

や田畑をうまくつかっていくことができないか、わたしたちの祖先からうけついでき

た知恵や技術を、そして身の回りの豊かな自然を、今の時代にあったかたちでいかす

ことはできないか、考えてみたいと思います。 

 

そのために、みなさんの身の回りの、自然の恵みや、自然と生きる知恵などを教え

てください。 

 このアンケートは、そういった、地域で大切にしてきた自然や生活の知恵などをお

うかがいするためのものです。ご協力をお願いします。 

  

平成１８年１２月２０日 

 秋田県総務企画部 総合政策課 

企画・政策班 

ＴＥＬ ０１８－８６０－１２１４ 

 

～自然のめぐみや生活の知恵について教えてください～ 
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②地域代表用 

 

地域資源の活用と地域づくりに関する調査（地域代表用） 

○本アンケートについて 

＜目的＞ 

本アンケート調査は、「環境資源のワイズユースによる地域コミュニティの再生と持

続可能な地域づくりに関する調査研究」の一環として、地域における資源情報及び地

域づくりの取組状況等の基礎的な情報収集を目的として実施するものです。 

＜活用＞ 

本アンケートの結果は、上記調査におきまして、地域における環境資源の活用

モデル検討の基礎資料として活用いたします。なお、本アンケート結果について

は、回答いただいた内容を、今後、報告書・HP 等により公表する予定です。また、

特色ある活動をされている地域を数カ所度選定させていただき、別途詳細な面接

調査をさせていただく予定ですので、ご協力をお願いいたします。 

＜調査対象者＞ 

 本調査は、男鹿地域、白神山地周辺地域、米代川流域地域を対象として、市

町村のご協力により８０程度の集落を選定し、その集落における代表者の方

などをご紹介いただき送付させていただいております。 

 なお、この調査を送付させていただきました皆さまには、大変お手数ですが、

この調票への記入とあわせて、地域住民の皆さまに「地域住民用」の調査に

ご協力いただきますよう、調査票の配布をお願いいたします。 

 

＜本アンケート調査への回答について＞ 

調査票は、該当する番号に○をつけてください。また、四角の中には、自由にご記

入ください。 

この調査票には、宛名の方が記入して下さい。（地域代表として、よりふさわしい方

がおられる場合には、お手数ですがお手渡しいただければ幸いです。） 

回答が終わりましたら、記入漏れがないかご確認の上、平成１９年１月１２日（金）

までに投函してください。 

＜本アンケートに関する問い合わせ＞ 
秋田県総務企画部総合政策課 担当 舛谷、神部
電 話：０１８－８６０－１２１４  
F A X ：０１８－８６０－３８７３ 

E-mail：seisaku@pref.akita.lg.jp 

＜用語の定義＞ 

環境資源：ここでは、山、森林、河川、動植物などの自然環境とともに、自然を活用して

きた農地や里山の風景、伝統的な建物や遺産、さらには自然を活かした農作物・

林産物・特産品、地域の伝統的な行事や芸能、伝統的な食文化や生活の中での

自然の利用など、風土や生活文化まで幅広く対象とします。 

ワイズユース：ここでは、自然資源が有する特性を変化させない範囲で、自然資源が有す

る価値を人間のために有効かつ持続的に活用することとします。 

○本アンケートの実施者と問い合わせ先

 本アンケートは、秋田県総務企画部総

合政策課から、㈱プレック研究所に委託

し実施しています。 
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■ 回答者ご自身について 

 第二段階の面接調査をお願いする場合があるため、ご回答者のお名前、連絡先等をご記

入ください。なお、お名前等を記入したくない場合にはご記入いただかなくとも結構です。 

ただし、（必須）とした項目へはご記入をお願いいたします。 

フリガナ お名前 

  

地域での役職等 

（必須） 

 

ご住所 

（市町村名と地

区（大字）名ま

では必須） 

〒 

ＴＥＬ： 

 

ＦＡＸ： 

 

ご連絡先 

（第二段階の調

査をお願いする

場合、ご希望の

連絡方法に○を

つけて下さい） 

E-mail：         ＠ 

 

性別（必須） １．男 ２．女 

年齢（必須） 

 

１．２０歳未満    ２．２０～２９歳    ３．３０～３９歳 

４．４０～４９歳   ５．５０～５９歳    ６．６０～６９歳 

７．７０～７９歳   ８．８０歳以上   

職業（必須） 

 

１．農業 ２．商業（自営）   ３．工業（自営）  

４．会社員 ５．公務員・教員     

６．自由業（医師､弁護士等）         ７．専業の主婦・主夫 

８．パートの主婦・主夫              ９．無職  

10. その他（           ） 

居住年数（必須） 

 

１．０～４年    ２．５～９年     ３．１０～１９年 

４．２０～２９年   ５．３０年以上 

所属している地

域活動団体等 

（あれば名称を

記 入 し て 下 さ

い） 

 

あなたご自身が

かかわっておら

れる地域活動 

（いくつでも） 

１．環境保全       ２．まちづくり   

３．災害救援       ４．地域安全 

５．農林業活性化      ６．学術・文化・芸術・スポーツ 

７．人権・平和      ８．保健・医療・福祉 

９．社会教育        10．子どもの健全育成 

11．男女共同参画社会   12．職業能力開発・雇用機会拡充 

13．消費者保護      14．ＮＰＯ支援 

15．国際協力         16．その他（           ）
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貴集落（地域）の活動状況についてうかがいます。                          

 

問 1 貴集落（地域）では、地域の環境保全や地域活性化の活動をされていますか 

１．している（問２へ）        ２．特にしていない（問３へ） 

 

 

問２ 貴集落（地域）における環境保全や地域活性化の活動についてお答えください 

問２－１ どのような活動をされていますか。下の例を参考に、その活動の具体的な内容

をお書きください（たくさんある場合はいくつでも）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：環境保全活動や地域活性化の活動の例 

１）環境保全活動 

・ 森林や農地の保全、活用    ・動植物や自然の保護、保全・活用、再生  

・ 河川や水辺の美化、水質浄化、水辺の活用、再生、 

・ 自然エネルギーの利用や省エネルギー活動、地球温暖化防止活動 

・ 資源のリサイクルやごみ減量活動 

・ 地域の美化活動        ・環境教育活動 

・ その他環境保全に関わる活動 

２）地域活性化の活動 

・ 農林漁業振興に関わる活動   ・観光振興に関わる活動 

・ 商店街の活性化の活動         ・地域の資源発見、魅力アップなどの活動 

・ 地域の歴史文化の保存、継承活動 

・ 地域の防災活動        ・地域の保健・福祉などの活動 

・ 地域の人材育成、教育などに関わる活動 

・ その他地域活性化に関わる活動 

 

＜ここからは、２－１でお書きいただいた活動の中から、特に力をいれているものや、他

地域の参考となると思われるものを選んでお答え下さい＞ 

 

 

 

 

問２－２ その活動を行うようになったきっかけを簡単にお答えください。 

 

 

 

 

 

集落（地域）で取り組んでいる活動の内容（できるだけ具体的に） 
 
 

活動のきっかけ 

特に力を入れている活動 
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問２－３ その活動にかかわっている地域の団体や組織、機関の名前をお書きください。 

 

 

 

 

 

 

問２－４ その活動にかかわっている地域外の団体や組織、機関、専門家等があれば、そ

の名前をお書きください。 

 

 

 

 

 

問２－５ その活動によって地域にはどのような効果を生じていますか。あてはまるもの

に○をつけてください（いくつでも）。 

１．自然環境や水環境の保全、管理の向上 

２．森林や農地の維持管理の向上 

３．地域の美観向上 

４．地球温暖化防止や循環型社会の形成 

５．地域の防災機能の向上 

６．地域のにぎわいの再生・創出 

７．地域への経済的効果（所得向上、雇用の増大等） 

８．地域の人口流出抑制、新規人口流入効果 

９．地域文化・伝統の継承 

１０．地域住民の地域に対する誇りや意識の向上 

１１．その他の効果（                          ） 

１２．まだ効果は認められない 

１３．わからない 

 

問２－６ その活動に対して、集落の人の反応はどうですか。一番近いものに○をつけて

ください。 

１．多くの人が自発的に参加しており、活動が広がってきている 

２．お願いすれば多くの人が参加するが、自発的な活動ではない 

３．熱心に活動する人はいるが、あまり広がっていない 

４．一部の関係者だけの参加で、ほとんどの人にしられていない 

５．その他（具体的に                          ） 

６．よくわからない 

 

問２－７ その活動がかかえている課題や問題点があれば書いてください。 

 

 

 

 

 

 

活動に関わっている地域外の団体・組織、専門家等 

集落（地域）内で活動に関わっている団体・組織等 

活動がかかえる課題・問題点 
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（問２に答えた方は、問４へおすすみ下さい） 

問３ 環境保全や地域活性化の活動が特に行われていない場合にお答え下さい。 

問３－１ 今後取り組んでいきたい、あるいは取り組んでいかなければいけないと考えて

いる活動はありますか。問１の例を参考に、その活動の具体的な内容をお書きく

ださい（たくさんある場合はいくつでも）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３－２ その取組の中心となる地域の団体や組織、機関として考えられるものの名前を

お書きください。 

 

 

 

 

 

問３－３ 地域での環境保全や地域活性化の取組を困難にしているものはどのようなこ

とですか。（あてはまるものいくつでも） 

１．活動の中心になるリーダーがいない 

２．活動をになっていく人がいない、少ない 

３．活動をしていくための資金がない 

４．やりたい活動はあるが方法がわからない 

５．何をすればよいかわからない 

６．その他の理由（具体的に                         ） 

７．よくわからない 

８．何をしてもあまり効果があるとは思えない、特に取り組む必要はない 

 

今後集落（地域）で取り組んでいきたい活動の内容（できるだけ具体的に） 
 
 

活動の中心となると思われる団体・組織等 
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お住まいの近くの環境資源についてうかがいます。（全員がお答えください）  

 

問４ お住まいの集落やその近くで、昔から大切にしてきた自然やこれからも大切にして

いきたい自然について教えてください。 

問４－１ 例を参考に、今も残っている自然と、今はなくなってしまったりなくなりつつ

ある自然にわけて書いてください。たくさんある人はそれぞれ３つまで書いてくださ

い。 

 場所や名前はできるだけ具体的に書いてください。また、どういうところがいいか、

なぜなくなってしまったかなど、説明が書けるものは書いてください。 

○ 昔から大切にしてきた自然の例 

森吉山の眺め、七座山の原生林、風の松原、天然スギの巨木、近くの雑木林、 

田圃の風景、カヤ場の風景、米代川の白鳥、目潟、ノロ川の渓谷、わき水など 

※説明の例：カヤ場の風景 最近は使わなくなったのでヤブになってしまった 

 

■昔から大切にしてきた自然やこれからも大切にしていきたい自然 

 
今も残っているもの 

今はなくなってしまったり、 
なくなりつつあるもの 

１番目  
 

 

２番目   

３番目   

 

問４－２ 問４－１でお答えいただいた大切にしてきた自然とあなたのかかわりをおき

きします。一番近いものに○をつけてください。たくさん書いていただいた場合には、

その中で「今も残っている自然」の一番目に書いたものについてお答えください。 

１．日常的によく行ったり、手入れしたりしている 

２．たまには行ったり、手入れしたりしている 

３．ほとんど行ったり、手入れしたりすることはない 

４．ほとんど存在も忘れていた 

５．その他（具体的に                          ） 

６．よくわからない 

 

問４－３ 問４－１でお答えいただいた大切にしてきた自然のうち、「今も残っているも

の」は、これからも残っていくと思いますか。一番近いものに○をつけてください。

ものによって違う場合には、「今も残っているもの」の一番目に書いたものについて

お答えください。 

１．このままでもずっと残っていく思う 

２．私たちの世代のうちは残るが、子ども達の代になると残らないと思う 

３．このままだと近いうち（５年以内ぐらい）になくなってしまうかもしれない 

４．その他（具体的に                          ） 

５．よくわからない 
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問５ お住まいの集落やその近くで、昔から守り伝えてきた、古い建物や伝統的な祭り、

芸能などについて教えてください。 

問５－１ 下の例を参考に、今も残っているものと、今はなくなってしまったりなくなり

つつあるものにわけて書いてください。たくさんある人はそれぞれ３つまで書いてく

ださい。 

 場所や名前はできるだけ具体的に書いてください。また、それはどういうものか、

なぜなくなってしまったかなど、説明が書けるものは書いてください。 
 
○ 昔の建物や伝統的な祭り、芸能などの例 

 （建物など） 

神社やお寺、古い民家、古い酒蔵、歴史ある洋風建築、 

鉱山跡などの産業遺産、水車小屋、歴史的な橋や堰、祠やお地蔵さん、石碑など 

 （祭り、芸能など） 

昔から続いている祭り、神楽、番楽、獅子踊り、ささら、太鼓などの伝統芸能、 

なまはげ、厄払い、小正月、旧正月、雪中田植えなどの行事や儀式 

 ※説明の例：○○神楽 平家の落人が伝えたといわれる。長男が受け継ぐ。 

 

■昔の建物や伝統的な祭り、芸能など 

 
今も残っているもの 

今はなくなってしまったり、 
なくなりつつあるもの 

１番目  
 

 

２番目   

３番目   

 

問５－２ 問５－１でお答えいただいた昔の建物や伝統的な祭り、芸能などとあなたのか

かわりをおききします。一番近いものに○をつけてください。たくさん書いていただ

いた場合には、その中で「今も残っているもの」の一番目に書いたものについてお答

えください。 

１．日常的によく行ったり、保存活動に参加している 

２．たまには行ったり、参加したりしている 

３．ほとんど接することはない 

４．ほとんど存在も忘れていた 

５．その他（具体的に                          ） 

６．よくわからない 

 

問５－３ 問５－１でお答えいただいた昔の建物や伝統的な祭り、芸能などのうち、「今

も残っているもの」は、これからも残っていくと思いますか。一番近いものに○をつ

けてください。ものによって違う場合には、「今も残っているもの」の一番目に書い

たものについてお答えください。 

１．このままでもずっと残っていく思う 

２．私たちの世代のうちは残るが、子ども達の代になると残らないと思う 

３．このままだと近いうち（５年以内ぐらい）になくなってしまうかもしれない 

４．その他（具体的に                          ） 

５．よくわからない 
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問６ お住まいの集落やその近くで、昔から伝わる生活の中での自然の利用のしかたを教

えてください。 

問６－１ 下の例を参考に、今も残っているものと、今はなくなってしまったりなくなり

つつあるものにわけて書いてください。たくさんある人はそれぞれ３つまで書いてく

ださい。 

 使う動植物の名前や使い方は具体的に書いてください。また、なぜなくなってしま

ったかなど、説明が書けるものは書いてください。 

 

○ 昔から伝わる生活の中での自然の利用のしかたの例 

山の枯れ枝の薪としての利用、落ち葉の肥料としての利用、野焼き、 

山のシバやソダの畑での利用、縄づくり、炭焼き、竹や木を使った生活用具、 

カヤ葺き屋根の葺きかえ、山菜やきのこ、川魚、けものなど食べるもの、 

漬け物など冬場の食べ物、雪国の遊びなど 

 ※説明の例：炭焼き 30 年前頃までは焼いていたが、石油を使うので不要になった 

 

■昔から伝わる生活の中での自然の利用のしかた 

 
今も残っているもの 

今はなくなってしまったり、 
なくなりつつあるもの 

１番目  
 

 

２番目   

３番目   

 

問６－２ 問６－１でお答えいただいた生活の中での自然の利用のしかたとあなたのか

かわりをおききします。一番近いものに○をつけてください。たくさん書いていただ

いた場合には、その中で「今も残っているもの」の一番目に書いたものについてお答

えください。 

１．日常的に今も利用している（食べている、使っているなど） 

２．たまには利用している 

３．ほとんど利用することはない 

４．そういう利用をしていたことも忘れていた 

５．その他（具体的に                          ） 

６．よくわからない 

 

問６－３ 問６－１でお答えいただいた生活の中での自然の利用のしかたのうち、「今も

残っているもの」は、これからも残っていくと思いますか。一番近いものに○をつけ

てください。ものによって違う場合には、「今も残っているもの」の一番目に書いた

ものについてお答えください。 

１．このままでもずっと残っていく思う 

２．私たちの世代のうちは残るが、子ども達の代になると残らないと思う 

３．このままだと近いうち（５年以内ぐらい）になくなってしまうかもしれない 

４．その他（具体的に                          ） 

５．よくわからない 
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問７ 問４から６でお答えいただいた環境資源のうち、今は使われなくなったり行われな

くなったてしまったものも多くあったと思います。その原因は何でしょうか。主なも

の３つまでに○をつけてください。 

１．開発などで、大切にしていた自然や歴史的な建物などそのものがなくなってしま

ったから 

２．手入れや管理をする人がいなくなって、自然や歴史的な建物などが荒れてしまっ

たから 

３．もっと便利で安いものが入ってきて、必要がなくなったから 

４．生活のしかたがかわり、必要がなくなったから 

５．受け継いでいく人が足りなくなったから  

６．技術や技をもった人が高齢になったり、亡くなったりして、できなくなったから、

わかる人がいなくなったから 

７．続けていくにはお金がかかるから 

８．材料が手に入らなくなったから 

９．その他（                              ） 

10．よくわからない 

11．使われなくなったり、行われなくなったものはない 

 

貴集落（地域）の今後についてお答えください。（全員がお答えください）  
 

問８ 貴集落（地域）の将来についてどのように思われますか。一番近いものに○をつけ

てください。 

問８－１ 将来の人口について 

１．都会からのＵターンで人口は増加する 

２．山間部からの移住で人口が増加する 

２．人口は下げ止まり今後は横這いがつづく 

３．人口は減少する 

４．人口減少の結果、集落自体が存続できなくなる可能性がある 

５．その他（具体的に                          ） 

６．よくわからない 
 

問８－２ 地域の農林漁業の将来についてどのように思われますか。一番近いものに○を

つけてください。 

１．自然志向や健康志向の高まり、地産地消などにより、農林漁業は今後活性化できる 

２．海外からの輸入が困難になり、農林漁業は今後活性化できる 

３．担い手への農地の集積で、農林漁業は今後活性化できる 

４．後継者不足で農林漁業の将来の見通しはよくない 

５．安い輸入品等がはいってくるため農林漁業の将来の見通しはよくない 

６．その他（具体的に                          ） 

７．よくわからない 
 

問８－３ 貴集落（地域）の将来について、問題と考えておられること、懸念されておら

れることがあれば具体的にお書きください。 

 

 

 

 

 

 
以上でアンケートは終わりです。ご協力どうもありがとうございました。 

集落（地域）の将来についての問題、懸念 
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③一般住民用 

 

地域資源の活用と地域づくりに関する調査（地域住民用） 

 
○本アンケートについて 

＜目的＞ 

本アンケート調査は、「環境資源のワイズユースによる地域コミュニティの再生と持

続可能な地域づくりに関する調査研究」の一環として、地域における資源情報及び地

域づくりの取組状況等の基礎的な情報収集を目的として実施するものです。 

＜活用＞ 

本アンケートの結果は、上記調査におきまして、地域における環境資源の活用

モデル検討の基礎資料として活用いたします。なお、本アンケート結果について

は、回答いただいた内容を統計的に処理し、今後、報告書・HP 等により公表する

予定です。ご回答いただいた方にご迷惑がかかることはございませんので、ご協

力をお願いいたします。 

＜調査対象者＞ 

 本調査は、男鹿地域、白神山地周辺地域、米代川流域地域を対象として、市

町村のご協力により８０程度の集落を選定し、その集落における代表者の方

から地域住民の方に手渡しをお願いしております。 

 

＜本アンケート調査への回答について＞ 

調査票は、該当する番号に○をつけてください。また、四角の中には、自由にご記

入ください。 

回答が終わりましたら、記入漏れがないかご確認の上、平成１９年１月１２日（金）

までに投函してください。

＜用語の定義＞ 

環境資源：ここでは、山、森林、河川、動植物などの自然環境とともに、自然を活用し

てきた農地や里山の風景、伝統的な建物や遺産、さらには自然を活かした農

作物・林産物・特産品、地域の伝統的な行事や芸能、伝統的な食文化や生活

の中での自然の利用など、風土や生活文化まで幅広く対象とします。 

ワイズユース：ここでは、自然資源が有する特性を変化させない範囲で、自然資源が有

する価値を人間のために有効かつ持続的に活用することとします。 

○本アンケートの実施者と問い合わせ先 

 本アンケートは、秋田県総務企画部総合政策課から、㈱プレック研究所に委託し実

施しています。 

＜本アンケートに関する問い合わせ＞ 
秋田県総務企画部総合政策課 担当 舛谷、神部
電 話：０１８－８６０－１２１４  
F A X ：０１８－８６０－３８７３ 

E-mail：seisaku@pref.akita.lg.jp 
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■ 回答者ご自身について 
  
 

(１)あなたの性別は、 １．男 ２．女 

 

(２)あなたの年齢は、 １．１５～１９歳 ２．２０～２９歳 

 ３．３０～３９歳 ４．４０～４９歳 

 ５．５０～５９歳 ６．６０～６９歳 

 ７．７０～７９歳 ８．８０歳以上 

 

(３)あなたの職業は、 １．農業 ２．商業（自営） 

 ３．工業（自営） ４．会社員 

 ５．公務員・教員 ６．自由業（医師､弁護士等） 

 ７．専業の主婦・主夫 ８．パートの主婦・主夫 

 ９．学生 10. 無職 

 11. その他 （                  ） 

 

(４)あなたのお住まいは、 

（市町村名と地区（大字）

名を書いてください。） 
 

(７)あなたの今の場所での １．１～４年 ２．５～９年 

居住年数は、 ３．１０～１９年 ４．２０～２９年 

 ５．３０年以上 
 
 

あなたのお住まいの近くの、自然や歴史文化について教えてください      

問１ お住まいの集落やその近くで、昔から大切にしてきた自然やこれからも大切にして

いきたい自然について教えてください。 
 

問１－１ 下の例を参考に、今も残っている自然と、今はなくなってしまったりなくなり

つつある自然にわけて書いてください。たくさんある人はそれぞれ３つまで書いてく

ださい。場所や名前はできるだけ具体的に書いてください。また、どういうところが

いいか、なぜなくなってしまったかなど、説明が書けるものは書いてください。 
  

○ 昔から大切にしてきた自然の例 

森吉山の眺め、七座山の原生林、風の松原、天然スギの巨木、近くの雑木林、 

田圃の風景、カヤ場の風景、米代川の白鳥、目潟、ノロ川の渓谷、わき水など 

※説明の例：カヤ場の風景 最近は使わなくなったのでヤブになってしまった 
 

■昔から大切にしてきた自然やこれからも大切にしていきたい自然 

 
今も残っているもの 

今はなくなってしまったり、 
なくなりつつあるもの 

１番目  
 

 

２番目   

３番目   

最初に、あなた自身のことについておうかがいします

 

        市・町・村          
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問１－２ 問１－１でお答えいただいた大切にしてきた自然とあなたのかかわりをおき

きします。一番近いものに○をつけてください。たくさん書いていただいた場合には、

その中で「今も残っている自然」の一番目に書いたものについてお答えください。 

１．日常的によく行ったり、手入れしたりしている 

２．たまには行ったり、手入れしたりしている 

３．ほとんど行ったり、手入れしたりすることはない 

４．ほとんど存在も忘れていた 

５．その他（具体的に                         ） 

６．よくわからない 

 

問１－３ 問１－１でお答えいただいた大切にしてきた自然のうち、「今も残っているも

の」は、これからも残っていくと思いますか。一番近いものに○をつけてください。

ものによって違う場合には、「今も残っているもの」の一番目に書いたものについて

お答えください。 

１．このままでもずっと残っていく思う 

２．私たちの世代のうちは残るが、子ども達の代になると残らないと思う 

３．このままだと近いうち（５年以内ぐらい）になくなってしまうかもしれない 

４．その他（具体的に                         ） 

５．よくわからない 

 

問２ お住まいの集落やその近くで、昔から守り伝えてきた、古い建物や伝統的な祭り、

芸能などについて教えてください。 
 

問２－１ 下の例を参考に、今も残っているものと、今はなくなってしまったりなくなり

つつあるものにわけて書いてください。たくさんある人はそれぞれ３つまで書いてく

ださい。 

 場所や名前はできるだけ具体的に書いてください。また、それはどういうものか、

なぜなくなってしまったかなど、説明が書けるものは書いてください。 
 
○ 昔の建物や伝統的な祭り、芸能などの例 

 （建物など） 

神社やお寺、古い民家、古い酒蔵、歴史ある洋風建築、 

鉱山跡などの産業遺産、水車小屋、歴史的な橋や堰、祠やお地蔵さん、石碑など 

 （祭り、芸能など） 

祭り、神楽、番楽、獅子踊り、ささら、太鼓などの伝統芸能、 

なまはげ、厄払い、小正月、旧正月、雪中田植えなどの行事や儀式 

 ※説明の例：○○神楽 平家の落人が伝えたといわれる。長男が受け継ぐ。 

 

■昔の建物や伝統的な祭り、芸能など 

 
今も残っているもの 

今はなくなってしまったり、 
なくなりつつあるもの 

１番目  
 

 

２番目   

３番目   
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問２－２ 問２－１でお答えいただいた昔の建物や伝統的な祭り、芸能などとあなたのか

かわりをおききします。一番近いものに○をつけてください。たくさん書いていただ

いた場合には、その中で「今も残っているもの」の一番目に書いたものについてお答

えください。 

１．日常的によく行ったり、保存活動に参加している 

２．たまには行ったり、参加したりしている 

３．ほとんど接することはない 

４．ほとんど存在も忘れていた 

５．その他（具体的に                         ） 

６．よくわからない 

 

問２－３ 問２－１でお答えいただいた昔の建物や伝統的な祭り、芸能などのうち、「今

も残っているもの」は、これからも残っていくと思いますか。一番近いものに○をつ

けてください。ものによって違う場合には、「今も残っているもの」の一番目に書い

たものについてお答えください。 

１．このままでもずっと残っていく思う 

２．私たちの世代のうちは残るが、子ども達の代になると残らないと思う 

３．このままだと近いうち（５年以内ぐらい）になくなってしまうかもしれない 

４．その他（具体的に                         ） 

５．よくわからない 

 

問３ お住まいの集落やその近くで、昔から伝わる生活の中での自然の利用のしかたを教

えてください。 

問３－１ 下の例を参考に、今も残っているものと、今はなくなってしまったりなくなり

つつあるものにわけて書いてください。たくさんある人はそれぞれ３つまで書いてく

ださい。 

 使う動植物の名前や使い方は具体的に書いてください。また、なぜなくなってしま

ったかなど、説明が書けるものは書いてください。 

 

○ 昔から伝わる生活の中での自然の利用のしかたの例 

山の枯れ枝の薪としての利用、落ち葉の肥料としての利用、野焼き、 

山のシバやソダの畑での利用、縄づくり、炭焼き、竹や木を使った生活用具、 

カヤ葺き屋根の葺きかえ、山菜やきのこ、川魚、けものなど食べるもの、 

漬け物など冬場の食べ物、雪国の遊びなど 

 ※説明の例：炭焼き 30 年前頃までは焼いていたが、石油を使うので不要になった 

 

■昔から伝わる生活の中での自然の利用のしかた 

 
今も残っているもの 

今はなくなってしまったり、 
なくなりつつあるもの 

１番目  
 

 

２番目   

３番目   
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問３－２ 問３－１でお答えいただいた生活の中での自然の利用のしかたとあなたのか

かわりをおききします。一番近いものに○をつけてください。たくさん書いていただ

いた場合には、その中で「今も残っているもの」の一番目に書いたものについてお答

えください。 

１．日常的に今も利用している（食べている、使っているなど） 

２．たまには利用している 

３．ほとんど利用することはない 

４．そういう利用をしていたことも忘れていた 

５．その他（具体的に                         ） 

６．よくわからない 

 

問３－３ 問３－１でお答えいただいた生活の中での自然の利用のしかたのうち、「今も

残っているもの」は、これからも残っていくと思いますか。一番近いものに○をつけ

てください。ものによって違う場合には、「今も残っているもの」の一番目に書いた

ものについてお答えください。 

１．このままでもずっと残っていく思う 

２．私たちの世代のうちは残るが、子ども達の代になると残らないと思う 

３．このままだと近いうち（５年以内ぐらい）になくなってしまうかもしれない 

４．その他（具体的に                         ） 

５．よくわからない 

 

 

地元の環境やまちづくりへのお考えについてうかがいます           
 
問４ 地元の自然や環境についてどう感じていますか。一番近いものに○をつけてくださ

い。 

１．自然や環境は良いので、今後とも大切にしていくべきだと思う 

２．自然が荒れたり、環境が悪化してきており、地域でなんとかするべきだと思う 

３．生活するものにとっては大変厳しい自然で、環境がいいと思ったことはない 

４．その他（具体的に                         ） 

５．よくわからない、特に関心はない 

 

問５ 今後、自然や歴史をいかしたまちづくりの活動を地域で行っていくとすれば、あな

たは参加・協力したいと思いますか。一番近いものに○をつけてください。 

１．自分の技術や知識を活かして、中心となって活動したい 

２．自分が中心とはなれないが、できることは参加・協力していきたい 

３．活動への参加は難しいが、寄付など金銭面なら協力できる 

４．退職したり、もう少し年がたったら参加・協力したいと思う 

５．その他の協力方法（具体的に                    ） 

６．参加・協力したいが、体力・年齢的に難しい 

７．参加・協力したいが、時間的に難しい 

８．参加・協力する意志はない 

９．よくわからない 

 

 

 以上でアンケートは終わりです。ご協力どうもありがとうございました。 
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３）アンケート集計結果

 

■集落の活動状況について 
問１ 地域の環境保全や地域活性化の活動 
貴集落（地域）では、地域の環境保全や地域活性化の活動をされていますか 
 
 

  全  体 している 特にしてい
ない  

無回答 

 全   体 65 52 12 1 
    100.0% 80.0% 18.5% 1.5% 

  鹿角市 10 9 1 0 
  100.0% 90.0% 10.0% 0.0% 

  小坂町 1 1 0 0 
  100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

  大館市 14 9 5 0 
  100.0% 64.3% 35.7% 0.0% 

居  北秋田市 14 9 4 1 
  100.0% 64.3% 28.6% 7.1% 

住  上小阿仁村 1 1 0 0 
  100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

市  能代市 8 8 0 0 
  100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

町  藤里町 2 2 0 0 
  100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

村  三種町 6 6 0 0 
  100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

  八峰町 3 3 0 0 
  100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

  男鹿市 5 4 1 0 
  100.0% 80.0% 20.0% 0.0% 

  無回答 1 0 1 0 
  100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域資源の活用地域づくりに関する調査(地域代表) 

している

80.0%

特にしていない

18.5%

無回答

1.5%
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問２ 地域の環境保全や地域活性化の活動について 
問２－５ 活動によって地域に生じた効果（地域の環境保全や地域活性化の活動をしている者のみ） 

その活動によって地域にはどのような効果を生じていますか。あてはまるものに○をつけてくだ
さい（いくつでも）。 
 

  全体 自然環

境等の

保全等

の向上 

森林等

の維持

管理の

向上  

地域の

美観向

上  

地球温

暖化防

止等

地域の

防災機

能の向

上  

地域の

にぎわ

い再

生・創

出 

地域へ

の経済

的効果

地域の

人口流

出抑制

等効果

地域文

化・伝

承の継

承  

住民の

地域に

対する

意識の

向上  

その他

の効果 

まだ効

果は認

められ

ない 

わか

らな

い 

無回

答

 全   体 52 26 20 36 4 10 17 7 2 23 26 6 2 0 1

    100.0% 50.0% 38.5% 69.2% 7.7% 19.2% 32.7% 13.5% 3.8% 44.2% 50.0% 11.5% 3.8% 0.0% 1.9%

 鹿角市 9 5 5 8 1 2 3 1 0 3 5 0 0 0 0 

  100.0% 55.6% 55.6% 88.9% 11.1% 22.2% 33.3% 11.1% 0.0% 33.3% 55.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 小坂町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

 大館市 9 4 3 5 1 3 2 1 1 5 0 1 0 0 0 

  100.0% 44.4% 33.3% 55.6% 11.1% 33.3% 22.2% 11.1% 11.1% 55.6% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0%

居 北秋田市 9 4 3 6 1 1 4 1 0 4 5 3 0 0 1 

  100.0% 44.4% 33.3% 66.7% 11.1% 11.1% 44.4% 11.1% 0.0% 44.4% 55.6% 33.3% 0.0% 0.0% 11.1%

住 上小阿仁村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

市 能代市 8 6 3 6 1 2 2 2 1 3 6 1 1 0 0 

  100.0% 75.0% 37.5% 75.0% 12.5% 25.0% 25.0% 25.0% 12.5% 37.5% 75.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0%

町 藤里町 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 

  100.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

村 三種町 6 4 2 6 0 1 2 0 0 2 3 0 0 0 0 

  100.0% 66.7% 33.3% 100.0% 0.0% 16.7% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 八峰町 3 1 1 2 0 0 2 1 0 1 2 1 0 0 0 

  100.0% 33.3% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 33.3% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%

 男鹿市 4 1 2 3 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 

  100.0% 25.0% 50.0% 75.0% 0.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

 

 

50.0%

44.2%

32.7%

13.5%

11.5%

3.8%

3.8%

0.0%

38.5%

7.7%

19.2%

50.0%

69.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

地域の美観向上

住民の地域に対する意識の向上

自然環境等の保全等の向上

地域文化・伝承の継承

森林等の維持管理

地域のにぎわい再生・創出

地域の防災機能の向上

地域への経済的効果

その他の効果

地球温暖化防止等

地域の人口流出抑制等効果

まだ効果は認められない

わからない 数値は回答者数に対する回答数の割

合を示す 
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問２－６ 活動に対する集落の人の反応（地域の環境保全や地域活性化の活動をしている者の

み） 
その活動に対して、集落の人の反応はどうですか。一番近いものに○をつけてください。 
 

 全  体 活動が広
がってき
ている 

自発的な
活動では
ない 

あまり広
がってい
ない  

ほとんど
知られて
いない 

その他 よくわから
ない  

無回答

 全   体 52 15 22 6 2 3 0 4 
    100.0% 28.8% 42.3% 11.5% 3.8% 5.8% 0.0% 7.7%

  鹿角市 9 2 5 2 0 0 0 0 
  100.0% 22.2% 55.6% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  小坂町 1 0 0 0 0 0 0 1 
  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

  大館市 9 2 1 1 2 1 0 2 
  100.0% 22.2% 11.1% 11.1% 22.2% 11.1% 0.0% 22.2%

居  北秋田市 9 2 5 0 0 1 0 1 
  100.0% 22.2% 55.6% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 11.1%

住  上小阿仁村 1 0 0 1 0 0 0 0 
  100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

市  能代市 8 3 3 1 0 1 0 0 
  100.0% 37.5% 37.5% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0%

町  藤里町 2 1 1 0 0 0 0 0 
  100.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

村  三種町 6 1 4 1 0 0 0 0 
  100.0% 16.7% 66.7% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  八峰町 3 2 1 0 0 0 0 0 
  100.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  男鹿市 4 2 2 0 0 0 0 0 
  100.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 
         -        -        -        -        -        -        -        -

 
 
 

活動が広がってき

ている

28.8%

自発的な活動では

ない

42.3%

あまり広がって

いない

12.2%

ほとんど知ら

れていない

4.1%

その他

5.8%

無回答

7.7%
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問３－３ 地域での環境保全や地域活性化の取組を困難にしているもの（地域の環境保全や地域

活性化の活動をしていない者のみの複数回答） 

地域での環境保全や地域活性化の取組を困難にしているものはどのようなことですか。（あてはま

るものいくつでも） 

 
  全 体 リーダー

がいない 
活動を担
う人がい
ない  

活動資
金がない

やりたい
が方法
がわから
ない 

何をすれ
ばよいか
わからな
い  

その他 よくわか
らない 

特に取り
組む必
要はない

無回
答

 全   体 12 4 5 5 4 0 1 0 0 3 
    100.0 33.3 41.7 41.7 33.3 0.0 8.3 0.0 0.0 25.0 

  鹿角市 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
  100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  小坂町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
       -       -       -       -       -       -      -       -       -    -

  大館市 5 0 1 3 1 0 1 0 0 1 
  100.0 0.0 20.0 60.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0 

居  北秋田市 4 3 2 0 2 0 0 0 0 1 
  100.0 75.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 

住  上小阿仁村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
       -       -       -       -       -       -      -       -       -    -

市  能代市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
       -       -       -       -       -       -      -       -       -    -

町  藤里町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
       -       -       -       -       -       -      -       -       -    -

村  三種町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
       -       -       -       -       -       -      -       -       -    -

  八峰町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
       -       -       -       -       -       -      -       -       -    -

  男鹿市 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
  100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  無回答 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
  100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

 
 
 
 41.7%

0.0%

33.3%

41.7%

33.3%

0.0%

8.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

活動を担う人がいない

活動資金がない

リーダーがいない

やりたいが方法がわからない

その他

よくわからない

特に取り組む必要はない 数値は回答者数に対する回答数の割

合を示す 
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問４ 住まい近くの自然について 

問４－２ 大切にしてきた自然とのかかわり 
  全  体 日常的に 

行ったり 
している 

たまには
行ったり
している

ほとんど
行ってい
ない  

ほとんど
存在も忘
れていた

その他 よくわか 
らない  

無回答

 全   体 65 17 12 11 1 8 2 14 
    100.0% 26.2% 18.5% 16.9% 1.5% 12.3% 3.1% 21.5%

  鹿角市 10 2 5 2 0 0 0 1 
  100.0% 20.0% 50.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0%

  小坂町 1 0 0 0 0 0 0 1 
  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

  大館市 14 4 0 3 0 2 0 5 
  100.0% 28.6% 0.0% 21.4% 0.0% 14.3% 0.0% 35.7%

居  北秋田市 14 4 1 3 1 1 0 4 
  100.0% 28.6% 7.1% 21.4% 7.1% 7.1% 0.0% 28.6%

住  上小阿仁村 1 0 0 0 0 1 0 0 
  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

市  能代市 8 0 3 2 0 1 1 1 
  100.0% 0.0% 37.5% 25.0% 0.0% 12.5% 12.5% 12.5%

町  藤里町 2 2 0 0 0 0 0 0 
  100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

村  三種町 6 3 1 1 0 0 0 1 
  100.0% 50.0% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7%

  八峰町 3 0 0 0 0 3 0 0 
  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

  男鹿市 5 2 2 0 0 0 0 1 
  100.0% 40.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0%

  無回答 1 0 0 0 0 0 1 0 
  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

 
 
 
 
 
 

日常的に行ったりし

ている

26.2%

たまには行ったりし

ている

18.5%
ほとんど行ってい

ない

16.9%

ほとんど存在も忘

れていた

1.5%

その他

12.3%

よくわからない

3.1%

無回答

21.5%
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問４－３ 大切にしてきた自然に対する考え 
  全  体 このままで

も残ってい
くと思う 

子ども達の
代には残ら
ないと思う

近いうちに
なくなってし
まうかも

その他 よくわから
ない 

無回答 

 全   体 65 35 12 3 2 1 12 
    100.0% 53.8% 18.5% 4.6% 3.1% 1.5% 18.5%

  鹿角市 10 6 1 1 0 1 1 
  100.0% 60.0% 10.0% 10.0% 0.0% 10.0% 10.0%

  小坂町 1 0 0 0 0 0 1 
  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

  大館市 14 6 0 1 2 0 5 
  100.0% 42.9% 0.0% 7.1% 14.3% 0.0% 35.7%

居  北秋田市 14 8 4 0 0 0 2 
  100.0% 57.1% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3%

住  上小阿仁村 1 1 0 0 0 0 0 
  100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

市  能代市 8 5 2 0 0 0 1 
  100.0% 62.5% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5%

町  藤里町 2 1 1 0 0 0 0 
  100.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

村  三種町 6 2 2 1 0 0 1 
  100.0% 33.3% 33.3% 16.7% 0.0% 0.0% 16.7%

  八峰町 3 2 1 0 0 0 0 
  100.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  男鹿市 5 3 1 0 0 0 1 
  100.0% 60.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0%

  無回答 1 1 0 0 0 0 0 
  100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 
 
 
 
 
 
 

無回答

18.5%よくわからない

1.5%

その他

3.1%

近いうちになく

なってしまうかも

4.8%
子ども達の代には

残らないと思う

18.5%

このままでも残って

いくと思う

53.8%
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問５ 住まい近くの古い建物や伝統的な祭り、芸能などについて 
 問５－２ 昔の建物や伝統的な祭り、芸能などとのかかわり 
  全  体 日常的に 

行ったり 
している 

たまには
行ったり
している

ほとんど
行ってい
ない  

ほとんど
存在も忘
れていた

その他 よくわか 
らない  

無回答

 全   体 65 29 18 3 0 6 2 7 
    100.0% 44.6% 27.7% 4.6% 0.0% 9.2% 3.1% 10.8%

  鹿角市 10 4 6 0 0 0 0 0 
  100.0% 40.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  小坂町 1 1 0 0 0 0 0 0 
  100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  大館市 14 5 4 1 0 1 1 2 
  100.0% 35.7% 28.6% 7.1% 0.0% 7.1% 7.1% 14.3%

居  北秋田市 14 5 3 1 0 3 1 1 
  100.0% 35.7% 21.4% 7.1% 0.0% 21.4% 7.1% 7.1%

住  上小阿仁村 1 1 0 0 0 0 0 0 
  100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

市  能代市 8 5 1 0 0 1 0 1 
  100.0% 62.5% 12.5% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5%

町  藤里町 2 2 0 0 0 0 0 0 
  100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

村  三種町 6 2 2 0 0 0 0 2 
  100.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%

  八峰町 3 1 1 0 0 1 0 0 
  100.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0%

  男鹿市 5 3 0 1 0 0 0 1 
  100.0% 60.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0%

  無回答 1 0 1 0 0 0 0 0 
  100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 
 
 
 
 
 
 

無回答

10.8%

よくわからない

3.1%

その他

9.2%

ほとんど存在もわす

れていた

0.0%

ほとんど行っていな

い

4.6%
たまには行ったりし

ている

27.7%

日常的に行ったりし

ている

44.6%
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問５－３ 昔の建物や伝統的な祭り、芸能などに対する考え 
  全  体 このままで

も残ってい
くと思う 

子ども達の
代には残ら
ないと思う

近いうちに
なくなってし
まうかも

その他 よくわから
ない 

無回答 

 全   体 65 34 15 5 1 1 9 
    100.0% 52.3% 23.1% 7.7% 1.5% 1.5% 13.8%

  鹿角市 10 9 0 1 0 0 0 
  100.0% 90.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  小坂町 1 0 0 1 0 0 0 
  100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  大館市 14 8 1 1 1 0 3 
  100.0% 57.1% 7.1% 7.1% 7.1% 0.0% 21.4%

居  北秋田市 14 8 3 1 0 0 2 
  100.0% 57.1% 21.4% 7.1% 0.0% 0.0% 14.3%

住  上小阿仁村 1 0 1 0 0 0 0 
  100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

市  能代市 8 5 2 0 0 0 1 
  100.0% 62.5% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5%

町  藤里町 2 1 1 0 0 0 0 
  100.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

村  三種町 6 1 2 1 0 0 2 
  100.0% 16.7% 33.3% 16.7% 0.0% 0.0% 33.3%

  八峰町 3 0 2 0 0 1 0 
  100.0% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0%

  男鹿市 5 2 2 0 0 0 1 
  100.0% 40.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0%

  無回答 1 0 1 0 0 0 0 
  100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 
 
 
 
 
 
 

無回答

13.8%
よくわからない

1.5%
その他

1.5%

近いうちになく

なってしまうかも

8.1%

子ども達の代には

残らないと思う

23.1%

このままでも残って

いくと思う

52.3%
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問６ 住まい近くの昔から伝わる生活の中での自然の利用のしかたについて 
 問６－２ 昔から伝わる生活の中での自然の利用のしかたとのかかわり 
  全  体 日常的に 

今も利用 
している 

たまには
利用して
いる  

ほとんど
利用して
いない 

そういう
ことも忘
れていた

その他 よくわか 
らない  

無回答

 全   体 65 32 11 6 1 1 3 11 
    100.0% 49.2% 16.9% 9.2% 1.5% 1.5% 4.6% 16.9%

  鹿角市 10 4 3 2 0 0 1 0 
  100.0% 40.0% 30.0% 20.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0%

  小坂町 1 1 0 0 0 0 0 0 
  100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  大館市 14 5 1 1 0 0 2 5 
  100.0% 35.7% 7.1% 7.1% 0.0% 0.0% 14.3% 35.7%

居  北秋田市 14 8 4 0 0 0 0 2 
  100.0% 57.1% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3%

住  上小阿仁村 1 0 0 0 0 0 0 1 
  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

市  能代市 8 5 0 1 0 1 0 1 
  100.0% 62.5% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5%

町  藤里町 2 2 0 0 0 0 0 0 
  100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

村  三種町 6 2 0 2 0 0 0 2 
  100.0% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%

  八峰町 3 2 1 0 0 0 0 0 
  100.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  男鹿市 5 3 2 0 0 0 0 0 
  100.0% 60.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  無回答 1 0 0 0 1 0 0 0 
  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 
 

たまには利用して

いる

16.9%

ほとんど利用して

いない

9.2%

そういうことも忘れ

ていた

1.5%

その他

1.5%

よくわからない

4.6%

無回答

16.9%

日常的に今も利

用している

49.2%
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問６－３ 昔から伝わる生活の中での自然の利用のしかたに対する考え 
  全  体 このままで

も残ってい
くと思う 

子ども達の
代には残ら
ないと思う

近いうちに
なくなってし
まうかも

その他 よくわから
ない 

無回答 

 全   体 65 21 23 3 1 3 14 
    100.0% 32.3% 35.4% 4.6% 1.5% 4.6% 21.5%

  鹿角市 10 4 3 1 0 1 1 
  100.0% 40.0% 30.0% 10.0% 0.0% 10.0% 10.0%

  小坂町 1 0 0 0 0 0 1 
  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

  大館市 14 2 6 0 0 1 5 
  100.0% 14.3% 42.9% 0.0% 0.0% 7.1% 35.7%

居  北秋田市 14 5 5 1 0 1 2 
  100.0% 35.7% 35.7% 7.1% 0.0% 7.1% 14.3%

住  上小阿仁村 1 0 0 0 0 0 1 
  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

市  能代市 8 3 3 0 1 0 1 
  100.0% 37.5% 37.5% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5%

町  藤里町 2 2 0 0 0 0 0 
  100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

村  三種町 6 1 2 1 0 0 2 
  100.0% 16.7% 33.3% 16.7% 0.0% 0.0% 33.3%

  八峰町 3 2 1 0 0 0 0 
  100.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  男鹿市 5 2 3 0 0 0 0 
  100.0% 40.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  無回答 1 0 0 0 0 0 1 
  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

 
 
 
 
 
 
 

無回答

21.5%

よくわからない

4.6%

その他

1.5%

近いうちになくなっ

てしまうかも

4.6%

子ども達の代には

残らないと思う

35.4%

このままでも残って

いくと思う

32.3%
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問７ 環境資源のうち、今は使われなくなったり行われなくなったものの原因（３つまでの複数回答） 

問４から６でお答えいただいた環境資源のうち、今は使われなくなったり行われなくなったてし

まったものも多くあったと思います。その原因は何でしょうか。主なもの３つまでに○をつけて

ください。 

 
  全  体 開発な

どでな

くなっ

た 

管理者

等がい

なくっ

た 

便利で

安いも

のが入

った

生活の

しかた

が変わ

った

受け継

ぐ人が

足りな

い 

技等を

持った

人がい

なくな

った

続けて

いくに

は金が

かかる

材料が

手に入

らなく

なった

その他 よくわ

からな

い  

そうい

ったも

のはな

い 

無回答

 全   体 65 11 18 26 32 28 20 6 3 0 2 1 10 

    100.0% 16.9% 27.7% 40.0% 49.2% 43.1% 30.8% 9.2% 4.6% 0.0% 3.1% 1.5% 15.4%

  鹿角市 10 1 3 5 4 4 1 1 1 0 1 1 1 

  100.0% 10.0% 30.0% 50.0% 40.0% 40.0% 10.0% 10.0% 10.0% 0.0% 10.0% 10.0% 10.0%

  小坂町 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

  100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  大館市 14 2 4 5 5 5 4 2 0 0 1 0 3 

  100.0% 14.3% 28.6% 35.7% 35.7% 35.7% 28.6% 14.3% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 21.4%

居  北秋田市 14 4 5 5 9 6 4 1 0 0 0 0 1 

  100.0% 28.6% 35.7% 35.7% 64.3% 42.9% 28.6% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1%

住  上小阿仁村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

市  能代市 8 1 1 3 5 2 2 1 1 0 0 0 2 

  100.0% 12.5% 12.5% 37.5% 62.5% 25.0% 25.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0%

町  藤里町 2 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

  100.0% 50.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

村  三種町 6 0 1 3 3 3 2 0 0 0 0 0 2 

  100.0% 0.0% 16.7% 50.0% 50.0% 50.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%

  八峰町 3 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 

  100.0% 66.7% 33.3% 33.3% 66.7% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  男鹿市 5 0 1 3 2 4 4 0 1 0 0 0 0 

  100.0% 0.0% 20.0% 60.0% 40.0% 80.0% 80.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  無回答 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

  100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 
 
 
 

16.9%

4.6%

0.0%

3.1%

43.1%

27.7%

1.5%

9.2%

40.0%

49.2%

30.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

生活のしかたが変わった

受け継ぐ人が足りない

便利で安いものが入った

技等を持った人がいなくなった

管理者等がいなくなった

開発などでなくなった

続けていくには金がかかる

材料が手に入らなくなった

よくわからない

そういったものはない

その他 数値は回答者数に対する回答数の割

合を示す 
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問８ 集落の将来について 

 問８－１ 将来の人口 
  全  体 Ｕターン

で人口
は増加
する 

山間部か
らの移住
で人口増
加する 

人口は
横這い
が続く

人口は
減少す
る 

人口減少
で集落存
続不能が
ある 

その他 よくわか
らない 

無回答

 全   体 65 1 1 4 40 16 0 0 3 
    100.0% 1.5% 1.5% 6.2% 61.5% 24.6% 0.0% 0.0% 4.6%

  鹿角市 10 0 0 1 9 0 0 0 0 
  100.0% 0.0% 0.0% 10.0% 90.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  小坂町 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  大館市 14 1 0 1 8 3 0 0 1 
  100.0% 7.1% 0.0% 7.1% 57.1% 21.4% 0.0% 0.0% 7.1%

居  北秋田市 14 0 1 2 6 4 0 0 1 
  100.0% 0.0% 7.1% 14.3% 42.9% 28.6% 0.0% 0.0% 7.1%

住  上小阿仁村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

市  能代市 8 0 0 0 5 2 0 0 1 
  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 62.5% 25.0% 0.0% 0.0% 12.5%

町  藤里町 2 0 0 0 2 0 0 0 0 
  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

村  三種町 6 0 0 0 5 1 0 0 0 
  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 83.3% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0%

  八峰町 3 0 0 0 2 1 0 0 0 
  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%

  男鹿市 5 0 0 0 2 3 0 0 0 
  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  無回答 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 
 
 
 
 
 
 

Ｕターンで人口は

増加する

1.6%

山間部からの移住

で人口増加する

1.5% 人口は横這いが続

く

6.2%

人口は減少する

61.5%

人口減少で集落存

続が不能である

24.6%

無回答

4.6%
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問８－２ 地域の農林漁業の将来について 
  全  体 自然志向

等により
今後活性
化する 

輸入困難
により今
後は活性
化する 

農地集積
で今後活
性化する

後継者不
足で見通
しはよく
ない 

安い輸入
品等のた
め見通し
は悪い

その他 よくわ
からな
い 

無回答

 全   体 65 2 1 5 40 11 1 1 4 
    100.0% 3.1% 1.5% 7.7% 61.5% 16.9% 1.5% 1.5% 6.2%

  鹿角市 10 0 0 2 7 1 0 0 0 
  100.0% 0.0% 0.0% 20.0% 70.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  小坂町 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  大館市 14 1 1 0 5 4 0 1 2 
  100.0% 7.1% 7.1% 0.0% 35.7% 28.6% 0.0% 7.1% 14.3%

居  北秋田市 14 0 0 1 8 4 0 0 1 
  100.0% 0.0% 0.0% 7.1% 57.1% 28.6% 0.0% 0.0% 7.1%

住  上小阿仁村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

市  能代市 8 0 0 0 6 0 1 0 1 
  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5%

町  藤里町 2 0 0 1 1 0 0 0 0 
  100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

村  三種町 6 0 0 1 5 0 0 0 0 
  100.0% 0.0% 0.0% 16.7% 83.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  八峰町 3 0 0 0 1 2 0 0 0 
  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0%

  男鹿市 5 1 0 0 4 0 0 0 0 
  100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  無回答 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 
 
 
 
 

 

 

後継者不足で見通

しはよくない

61.5%

安い輸入品等のた

め見通しは悪い

16.9%

その他

1.5%

よくわからない

1.5%

無回答

6.2%

輸入困難により今

後は活性化する

1.5%

自然志向等により

今後活性化する

3.1%

農地集積で今後活

性化する

7.7%
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■回答者属性 

 (１)性別 

  全  体 男性 女性 無回答 

 全   体 432 334 70 28 

    100.0% 77.3% 16.2% 6.5% 

  鹿角市 60 47 11 2 

  100.0% 78.3% 18.3% 3.3% 

  小坂町 10 8 2 0 

  100.0% 80.0% 20.0% 0.0% 

  大館市 93 65 20 8 

  100.0% 69.9% 21.5% 8.6% 

居  北秋田市 78 63 9 6 

  100.0% 80.8% 11.5% 7.7% 

住  上小阿仁村 5 0 5 0 

  100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

市  能代市 64 50 12 2 

  100.0% 78.1% 18.8% 3.1% 

町  藤里町 10 8 2 0 

  100.0% 80.0% 20.0% 0.0% 

村  三種町 46 39 4 3 

  100.0% 84.8% 8.7% 6.5% 

  八峰町 21 18 2 1 

  100.0% 85.7% 9.5% 4.8% 

  男鹿市 35 28 2 5 

  100.0% 80.0% 5.7% 14.3% 

  無回答 10 8 1 1 

  100.0% 80.0% 10.0% 10.0% 

 

 

 

 
 
 

地域資源の活用地域づくりに関する調査(地域住民) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全　　　体

 鹿角市

 小坂町

 大館市

 北秋田市

 上小阿仁村

 能代市

 藤里町

 三種町

 八峰町

 男鹿市

男性

女性

無回答
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 (２)年齢 
  全  体 １５～ 

１９歳 
２０～
２９歳

３０～
３９歳

４０～
４９歳

５０～
５９歳

６０～
６９歳

７０～ 
７９歳 

８０歳 
以上 

無回答

 全   体 432 0 4 8 50 147 126 82 10 5 

    100.0% 0.0% 0.9% 1.9% 11.6% 34.0% 29.2% 19.0% 2.3% 1.2%

  鹿角市 60 0 3 3 15 21 12 6 0 0 

  100.0% 0.0% 5.0% 5.0% 25.0% 35.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0%

  小坂町 10 0 0 0 1 7 2 0 0 0 

  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 70.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  大館市 93 0 0 3 7 31 27 20 4 1 

  100.0% 0.0% 0.0% 3.2% 7.5% 33.3% 29.0% 21.5% 4.3% 1.1%

居  北秋田市 78 0 0 2 4 26 23 21 1 1 

  100.0% 0.0% 0.0% 2.6% 5.1% 33.3% 29.5% 26.9% 1.3% 1.3%

住  上小阿仁村 5 0 0 0 0 1 4 0 0 0 

  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0%

市  能代市 64 0 1 0 8 20 23 10 0 2 

  100.0% 0.0% 1.6% 0.0% 12.5% 31.3% 35.9% 15.6% 0.0% 3.1%

町  藤里町 10 0 0 0 2 2 5 0 0 1 

  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 50.0% 0.0% 0.0% 10.0%

村  三種町 46 0 0 0 8 19 13 6 0 0 

  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.4% 41.3% 28.3% 13.0% 0.0% 0.0%

  八峰町 21 0 0 0 2 9 5 4 1 0 

  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.5% 42.9% 23.8% 19.0% 4.8% 0.0%

  男鹿市 35 0 0 0 3 10 6 12 4 0 

  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.6% 28.6% 17.1% 34.3% 11.4% 0.0%

  無回答 10 0 0 0 0 1 6 3 0 0 

  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 60.0% 30.0% 0.0% 0.0%

 

 
 
 
 
 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全　　　体

 鹿角市

 小坂町

 大館市

 北秋田市

 上小阿仁村

 能代市

 藤里町

 三種町

 八峰町

 男鹿市

１５～１９
歳
２０～２９
歳
３０～３９
歳
４０～４９
歳
５０～５９
歳
６０～６９
歳
７０～７９
歳
８０歳以
上　
無回答
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 (３)職業 
  全  体 農業 商業

（自営） 

工業

（自営）

会社員 公務員・

教員

自由業 専業主

婦・主夫

パート主

婦・主夫

学生 無職 その他 無回答

 全   体 432 114 29 12 73 31 1 19 16 0 101 32 4 

    100.0% 26.4% 6.7% 2.8% 16.9% 7.2% 0.2% 4.4% 3.7% 0.0% 23.4% 7.4% 0.9%

  鹿角市 60 14 3 2 20 3 0 2 3 0 9 4 0 

  100.0% 23.3% 5.0% 3.3% 33.3% 5.0% 0.0% 3.3% 5.0% 0.0% 15.0% 6.7% 0.0%

  小坂町 10 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 

  100.0% 30.0% 10.0% 10.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0%

  大館市 93 14 6 2 18 9 1 8 1 0 29 4 1 

  100.0% 15.1% 6.5% 2.2% 19.4% 9.7% 1.1% 8.6% 1.1% 0.0% 31.2% 4.3% 1.1%

居  北秋田市 78 20 9 2 6 7 0 1 4 0 24 5 0 

  100.0% 25.6% 11.5% 2.6% 7.7% 9.0% 0.0% 1.3% 5.1% 0.0% 30.8% 6.4% 0.0%

住  上小阿仁村 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 

  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0%

市  能代市 64 18 8 2 9 5 0 3 1 0 14 4 0 

  100.0% 28.1% 12.5% 3.1% 14.1% 7.8% 0.0% 4.7% 1.6% 0.0% 21.9% 6.3% 0.0%

町  藤里町 10 3 0 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 

  100.0% 30.0% 0.0% 10.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0%

村  三種町 46 17 0 1 8 4 0 2 2 0 6 5 1 

  100.0% 37.0% 0.0% 2.2% 17.4% 8.7% 0.0% 4.3% 4.3% 0.0% 13.0% 10.9% 2.2%

  八峰町 21 8 1 1 4 1 0 0 1 0 2 2 1 

  100.0% 38.1% 4.8% 4.8% 19.0% 4.8% 0.0% 0.0% 4.8% 0.0% 9.5% 9.5% 4.8%

  男鹿市 35 13 1 0 1 2 0 0 0 0 12 5 1 

  100.0% 37.1% 2.9% 0.0% 2.9% 5.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 34.3% 14.3% 2.9%

  無回答 10 4 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 

  100.0% 40.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 30.0% 0.0% 0.0%

 
 
 
 
 
 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全　　　体

 鹿角市

 小坂町

 大館市

 北秋田市

 上小阿仁村

 能代市

 藤里町

 三種町

 八峰町

 男鹿市

農業

商業（自営）

工業（自営）

会社員

公務員・教員

自由業

専業主婦・主夫

パート主婦・主
夫
学生

無職

その他

無回答
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 (５)居住年数 
  全  体 １～ 

４年 
５～ 
９年 

１０～ 
１９年 

２０～ 
２９年 

３０年 
以上  

無回答 

 全   体 432 5 6 13 48 358 2 

    100.0% 1.2% 1.4% 3.0% 11.1% 82.9% 0.5% 

  鹿角市 60 1 2 2 11 44 0 

  100.0% 1.7% 3.3% 3.3% 18.3% 73.3% 0.0% 

  小坂町 10 0 0 0 3 7 0 

  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.0% 70.0% 0.0% 

  大館市 93 1 0 5 9 78 0 

  100.0% 1.1% 0.0% 5.4% 9.7% 83.9% 0.0% 

居  北秋田市 78 0 2 1 8 66 1 

  100.0% 0.0% 2.6% 1.3% 10.3% 84.6% 1.3% 

住  上小阿仁村 5 0 0 0 2 3 0 

  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 60.0% 0.0% 

市  能代市 64 1 1 2 9 51 0 

  100.0% 1.6% 1.6% 3.1% 14.1% 79.7% 0.0% 

町  藤里町 10 1 0 1 1 7 0 

  100.0% 10.0% 0.0% 10.0% 10.0% 70.0% 0.0% 

村  三種町 46 1 0 1 3 41 0 

  100.0% 2.2% 0.0% 2.2% 6.5% 89.1% 0.0% 

  八峰町 21 0 0 0 0 21 0 

  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

  男鹿市 35 0 1 1 1 32 0 

  100.0% 0.0% 2.9% 2.9% 2.9% 91.4% 0.0% 

  無回答 10 0 0 0 1 8 1 

  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 80.0% 10.0% 
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■住まい近くの自然や歴史文化について 

問１－２ 大切にしてきた自然とのかかわり 

問１－１でお答えいただいた大切にしてきた自然とあなたのかかわりをおききします。一番近い

ものに○をつけてください。たくさん書いていただいた場合には、その中で「今も残っている自

然」の一番目に書いたものについてお答えください。 

  全  体 日常的に
行ったりし
ている 

たまには
行ったりし
ている 

ほとんど
行ってい
ない 

ほとんど
存在も忘
れていた

その他 よくわから
ない 

無回答

 全   体 432 70 139 97 9 51 17 49 

    100.0% 16.2% 32.2% 22.5% 2.1% 11.8% 3.9% 11.3%

  鹿角市 60 5 25 10 1 4 2 13 

  100.0% 8.3% 41.7% 16.7% 1.7% 6.7% 3.3% 21.7%

  小坂町 10 3 1 3 0 1 0 2 

  100.0% 30.0% 10.0% 30.0% 0.0% 10.0% 0.0% 20.0%

  大館市 93 9 29 30 2 14 5 4 

  100.0% 9.7% 31.2% 32.3% 2.2% 15.1% 5.4% 4.3%

居  北秋田市 78 17 21 19 0 9 4 8 

  100.0% 21.8% 26.9% 24.4% 0.0% 11.5% 5.1% 10.3%

住  上小阿仁村 5 0 1 3 0 1 0 0 

  100.0% 0.0% 20.0% 60.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0%

市  能代市 64 14 18 5 3 12 3 9 

  100.0% 21.9% 28.1% 7.8% 4.7% 18.8% 4.7% 14.1%

町  藤里町 10 0 4 2 1 1 1 1 

  100.0% 0.0% 40.0% 20.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

村  三種町 46 11 19 6 1 3 1 5 

  100.0% 23.9% 41.3% 13.0% 2.2% 6.5% 2.2% 10.9%

  八峰町 21 4 6 4 1 3 1 2 

  100.0% 19.0% 28.6% 19.0% 4.8% 14.3% 4.8% 9.5%

  男鹿市 35 5 12 12 0 3 0 3 

  100.0% 14.3% 34.3% 34.3% 0.0% 8.6% 0.0% 8.6%

  無回答 10 2 3 3 0 0 0 2 

  100.0% 20.0% 30.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0%

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全　　　体

 鹿角市

 小坂町

 大館市

 北秋田市

 上小阿仁村

 能代市

 藤里町

 三種町

 八峰町

 男鹿市

日常的に行ったりしている たまには行ったりしている ほとんど行っていない

ほとんど存在も忘れていた その他 よくわからない

無回答
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 問１－３ 大切にしてきた自然に対する考え 

問１－１でお答えいただいた大切にしてきた自然のうち、「今も残っているもの」は、これから

も残っていくと思いますか。一番近いものに○をつけてください。ものによって違う場合には、

「今も残っているもの」の一番目に書いたものについてお答えください。 

  全  体 このままで
も残ってい
くと思う 

子供達の代
には残らな
いと思う 

近いうちに
なくなってし
まうかも

その他 よくわから
ない 

無回答 

 全   体 432 212 98 21 24 25 52 
    100.0% 49.1% 22.7% 4.9% 5.6% 5.8% 12.0%

  鹿角市 60 26 16 0 2 4 12 
  100.0% 43.3% 26.7% 0.0% 3.3% 6.7% 20.0%

  小坂町 10 3 3 1 0 1 2 
  100.0% 30.0% 30.0% 10.0% 0.0% 10.0% 20.0%

  大館市 93 49 17 5 10 5 7 
  100.0% 52.7% 18.3% 5.4% 10.8% 5.4% 7.5%

居  北秋田市 78 45 14 6 2 3 8 
  100.0% 57.7% 17.9% 7.7% 2.6% 3.8% 10.3%

住  上小阿仁村 5 3 1 0 0 1 0 
  100.0% 60.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0%

市  能代市 64 35 11 1 2 6 9 
  100.0% 54.7% 17.2% 1.6% 3.1% 9.4% 14.1%

町  藤里町 10 6 2 1 0 0 1 
  100.0% 60.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 10.0%

村  三種町 46 16 15 3 5 2 5 
  100.0% 34.8% 32.6% 6.5% 10.9% 4.3% 10.9%

  八峰町 21 9 7 1 1 1 2 
  100.0% 42.9% 33.3% 4.8% 4.8% 4.8% 9.5%

  男鹿市 35 18 8 2 2 2 3 
  100.0% 51.4% 22.9% 5.7% 5.7% 5.7% 8.6%

  無回答 10 2 4 1 0 0 3 
  100.0% 20.0% 40.0% 10.0% 0.0% 0.0% 30.0%

 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全　　　体

 鹿角市

 小坂町

 大館市

 北秋田市

 上小阿仁村

 能代市

 藤里町

 三種町

 八峰町

 男鹿市

このままでも残っていくと思う 子ども達の代には残らないと思う

近いうちになくなってしまうかも その他

よくわからない 無回答
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問２－２ 昔の建物や伝統的な祭り、芸能などとのかかわり 

問２－１でお答えいただいた昔の建物や伝統的な祭り、芸能などとあなたのかかわりをおききし

ます。一番近いものに○をつけてください。たくさん書いていただいた場合には、その中で「今

も残っているもの」の一番目に書いたものについてお答えください。 

 
  全  体 日常的に 

参加して 
いる   

たまには
参加して
いる  

ほとんど
接するこ
とはない

ほとんど
存在も忘
れていた

その他 よくわか 
らない  

無回答

 全   体 432 135 175 60 6 19 6 31 
    100.0% 31.3% 40.5% 13.9% 1.4% 4.4% 1.4% 7.2%

  鹿角市 60 19 25 9 0 1 0 6 
  100.0% 31.7% 41.7% 15.0% 0.0% 1.7% 0.0% 10.0%

  小坂町 10 1 3 3 0 1 0 2 
  100.0% 10.0% 30.0% 30.0% 0.0% 10.0% 0.0% 20.0%

  大館市 93 22 44 16 1 3 1 6 
  100.0% 23.7% 47.3% 17.2% 1.1% 3.2% 1.1% 6.5%

居  北秋田市 78 28 25 15 2 5 0 3 
  100.0% 35.9% 32.1% 19.2% 2.6% 6.4% 0.0% 3.8%

住  上小阿仁村 5 3 1 1 0 0 0 0 
  100.0% 60.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

市  能代市 64 21 27 4 0 4 2 6 
  100.0% 32.8% 42.2% 6.3% 0.0% 6.3% 3.1% 9.4%

町  藤里町 10 4 3 1 0 2 0 0 
  100.0% 40.0% 30.0% 10.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0%

村  三種町 46 15 21 5 0 1 1 3 
  100.0% 32.6% 45.7% 10.9% 0.0% 2.2% 2.2% 6.5%

  八峰町 21 9 7 1 0 2 1 1 
  100.0% 42.9% 33.3% 4.8% 0.0% 9.5% 4.8% 4.8%

  男鹿市 35 10 16 4 2 0 0 3 
  100.0% 28.6% 45.7% 11.4% 5.7% 0.0% 0.0% 8.6%

  無回答 10 3 3 1 1 0 1 1 
  100.0% 30.0% 30.0% 10.0% 10.0% 0.0% 10.0% 10.0%

 
 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全　　　体

 鹿角市

 小坂町

 大館市

 北秋田市

 上小阿仁村

 能代市

 藤里町

 三種町

 八峰町

 男鹿市

日常的に参加している たまには参加している

ほとんど接することはない ほとんど存在も忘れていた
その他 よくわからない

無回答
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問２－３ 昔の建物や伝統的な祭り、芸能などに対する考え 
問２－１でお答えいただいた昔の建物や伝統的な祭り、芸能などのうち、「今も残っているもの」

は、これからも残っていくと思いますか。一番近いものに○をつけてください。ものによっ

て違う場合には、「今も残っているもの」の一番目に書いたものについてお答えください。 

 

  全  体 このままで
も残ってい
くと思う 

子ども達の
代には残ら
ないと思う

近いうちに
なくなってし
まうかも

その他 よくわから
ない 

無回答 

 全   体 432 181 161 24 15 14 37 
    100.0% 41.9% 37.3% 5.6% 3.5% 3.2% 8.6%

  鹿角市 60 27 17 4 3 1 8 
  100.0% 45.0% 28.3% 6.7% 5.0% 1.7% 13.3%

  小坂町 10 2 6 0 0 0 2 
  100.0% 20.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0%

  大館市 93 51 21 5 4 6 6 
  100.0% 54.8% 22.6% 5.4% 4.3% 6.5% 6.5%

居  北秋田市 78 36 28 4 3 3 4 
  100.0% 46.2% 35.9% 5.1% 3.8% 3.8% 5.1%

住  上小阿仁村 5 1 4 0 0 0 0 
  100.0% 20.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

市  能代市 64 29 23 3 2 1 6 
  100.0% 45.3% 35.9% 4.7% 3.1% 1.6% 9.4%

町  藤里町 10 2 7 1 0 0 0 
  100.0% 20.0% 70.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0%

村  三種町 46 8 26 6 0 1 5 
  100.0% 17.4% 56.5% 13.0% 0.0% 2.2% 10.9%

  八峰町 21 7 10 0 2 0 2 
  100.0% 33.3% 47.6% 0.0% 9.5% 0.0% 9.5%

  男鹿市 35 15 15 1 1 0 3 
  100.0% 42.9% 42.9% 2.9% 2.9% 0.0% 8.6%

  無回答 10 3 4 0 0 2 1 
  100.0% 30.0% 40.0% 0.0% 0.0% 20.0% 10.0%

 
 
 
 
 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全　　　体

 鹿角市

 小坂町

 大館市

 北秋田市

 上小阿仁村

 能代市

 藤里町

 三種町

 八峰町

 男鹿市

このままでも残っていくと思う 子ども達の代には残らないと思う

近いうちになくなってしまうかも その他

よくわからない 無回答
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問３－２ 生活の中での自然の利用のしかたとのかかわり 
問３－１でお答えいただいた生活の中での自然の利用のしかたとあなたのかかわりをおききし

ます。一番近いものに○をつけてください。たくさん書いていただいた場合には、その中で

「今も残っているもの」の一番目に書いたものについてお答えください。 

 
  全  体 日常的に

利用して
いる 

たまには
利用して
いる 

ほとんど
利用しな
い   

利用をして
いたことも
忘れていた

その他 よくわから
ない 

無回答

 全   体 432 202 81 35 2 7 17 88 
    100.0% 46.8% 18.8% 8.1% 0.5% 1.6% 3.9% 20.4%

  鹿角市 60 30 12 5 1 0 2 10 
  100.0% 50.0% 20.0% 8.3% 1.7% 0.0% 3.3% 16.7%

  小坂町 10 5 1 2 0 1 0 1 
  100.0% 50.0% 10.0% 20.0% 0.0% 10.0% 0.0% 10.0%

  大館市 93 41 16 5 0 3 7 21 
  100.0% 44.1% 17.2% 5.4% 0.0% 3.2% 7.5% 22.6%

居  北秋田市 78 38 15 6 1 1 2 15 
  100.0% 48.7% 19.2% 7.7% 1.3% 1.3% 2.6% 19.2%

住  上小阿仁村 5 2 1 0 0 0 1 1 
  100.0% 40.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 20.0%

市  能代市 64 25 11 2 0 0 3 23 
  100.0% 39.1% 17.2% 3.1% 0.0% 0.0% 4.7% 35.9%

町  藤里町 10 4 4 0 0 0 0 2 
  100.0% 40.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0%

村  三種町 46 17 9 7 0 1 1 11 
  100.0% 37.0% 19.6% 15.2% 0.0% 2.2% 2.2% 23.9%

  八峰町 21 15 2 3 0 0 0 1 
  100.0% 71.4% 9.5% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8%

  男鹿市 35 21 6 4 0 1 1 2 
  100.0% 60.0% 17.1% 11.4% 0.0% 2.9% 2.9% 5.7%

  無回答 10 4 4 1 0 0 0 1 
  100.0% 40.0% 40.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0%

 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全　　　体

 鹿角市

 小坂町

 大館市

 北秋田市

 上小阿仁村

 能代市

 藤里町

 三種町

 八峰町

 男鹿市

日常的に利用している たまには利用している

ほとんど利用していない 利用をしていたことも忘れていた

その他 よくわからない

無回答
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問３－３ 生活の中での自然の利用のしかたに対する考え 
問３－１でお答えいただいた生活の中での自然の利用のしかたのうち、「今も残っているもの」は、

これからも残っていくと思いますか。一番近いものに○をつけてください。ものによって違う場

合には、「今も残っているもの」の一番目に書いたものについてお答えください。 
 
  全  体 このままで

も残ってい
くと思う 

子ども達の
代には残ら
ないと思う

近いうちに
なくなってし
まうかも

その他 よくわから
ない 

無回答 

 全   体 432 115 170 18 11 27 91 
    100.0% 26.6% 39.4% 4.2% 2.5% 6.3% 21.1%

  鹿角市 60 17 24 3 0 4 12 
  100.0% 28.3% 40.0% 5.0% 0.0% 6.7% 20.0%

  小坂町 10 1 7 0 1 0 1 
  100.0% 10.0% 70.0% 0.0% 10.0% 0.0% 10.0%

  大館市 93 31 28 2 4 7 21 
  100.0% 33.3% 30.1% 2.2% 4.3% 7.5% 22.6%

居  北秋田市 78 24 32 2 1 3 16 
  100.0% 30.8% 41.0% 2.6% 1.3% 3.8% 20.5%

住  上小阿仁村 5 0 4 0 0 1 0 
  100.0% 0.0% 80.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0%

市  能代市 64 14 21 1 0 6 22 
  100.0% 21.9% 32.8% 1.6% 0.0% 9.4% 34.4%

町  藤里町 10 1 6 0 1 0 2 
  100.0% 10.0% 60.0% 0.0% 10.0% 0.0% 20.0%

村  三種町 46 6 17 7 1 4 11 
  100.0% 13.0% 37.0% 15.2% 2.2% 8.7% 23.9%

  八峰町 21 7 10 0 2 0 2 
  100.0% 33.3% 47.6% 0.0% 9.5% 0.0% 9.5%

  男鹿市 35 13 16 2 1 1 2 
  100.0% 37.1% 45.7% 5.7% 2.9% 2.9% 5.7%

  無回答 10 1 5 1 0 1 2 
  100.0% 10.0% 50.0% 10.0% 0.0% 10.0% 20.0%

 
 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全　　　体

 鹿角市

 小坂町

 大館市

 北秋田市

 上小阿仁村

 能代市

 藤里町

 三種町

 八峰町

 男鹿市

このままでも残っていくと思う 子ども達の代には残らないと思う

近いうちになくなってしまうかも その他

よくわからない 無回答
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■地元の環境やまちづくりへの考えについて 
問４ 地元の自然や環境についての感じ方 
地元の自然や環境についてどう感じていますか。一番近いものに○をつけてください。 
 
  全  体 今後とも大

切にしてい
くべき 

地域でなん
とかするべ
き 

環境がいい
と思ったこ
とはない

その他 よくわから
ない／特に
関心はない 

無回答 

 全   体 432 248 145 12 7 11 9 
    100.0% 57.4% 33.6% 2.8% 1.6% 2.5% 2.1%

  鹿角市 60 34 19 1 2 4 0 
  100.0% 56.7% 31.7% 1.7% 3.3% 6.7% 0.0%

  小坂町 10 5 3 0 1 0 1 
  100.0% 50.0% 30.0% 0.0% 10.0% 0.0% 10.0%

  大館市 93 51 36 1 1 1 3 
  100.0% 54.8% 38.7% 1.1% 1.1% 1.1% 3.2%

居  北秋田市 78 54 17 5 2 0 0 
  100.0% 69.2% 21.8% 6.4% 2.6% 0.0% 0.0%

住  上小阿仁村 5 3 1 0 0 1 0 
  100.0% 60.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0%

市  能代市 64 37 20 0 1 4 2 
  100.0% 57.8% 31.3% 0.0% 1.6% 6.3% 3.1%

町  藤里町 10 6 4 0 0 0 0 
  100.0% 60.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

村  三種町 46 23 20 1 0 1 1 
  100.0% 50.0% 43.5% 2.2% 0.0% 2.2% 2.2%

  八峰町 21 16 4 1 0 0 0 
  100.0% 76.2% 19.0% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0%

  男鹿市 35 16 16 2 0 0 1 
  100.0% 45.7% 45.7% 5.7% 0.0% 0.0% 2.9%

  無回答 10 3 5 1 0 0 1 
  100.0% 30.0% 50.0% 10.0% 0.0% 0.0% 10.0%

 
 
 
 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全　　　体

 鹿角市

 小坂町

 大館市

 北秋田市

 上小阿仁村

 能代市

 藤里町

 三種町

 八峰町

 男鹿市

今後とも大切にしていくべき 地域でなんとかするべき

環境がいいと思ったことはない その他

よくわからない、特に関心はない 無回答
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問５ まちづくりの活動への参加・協力意向 
今後、自然や歴史をいかしたまちづくりの活動を地域で行っていくとすれば、あなたは参加・協

力したいと思いますか。一番近いものに○をつけてください。 
 
  全  体 中心と

なって
活動し
たい 

参加・
協力し
ていき
たい 

活動は
難しい
が寄付
等協力

もう少
し年が
経った
ら協力
したい

その他 参加等
したい
が体力
的に難
しい 

参加等
したい
が時間
的に難
しい 

参加・
協力す
る意志
はない 

よくわ
からな
い 

無回答

 全   体 432 39 305 9 29 1 25 11 1 4 8 
    100.0% 9.0% 70.6% 2.1% 6.7% 0.2% 5.8% 2.5% 0.2% 0.9% 1.9%

  鹿角市 60 5 40 0 6 0 5 1 1 2 0 
  100.0% 8.3% 66.7% 0.0% 10.0% 0.0% 8.3% 1.7% 1.7% 3.3% 0.0%

  小坂町 10 1 6 0 1 0 0 1 0 0 1 
  100.0% 10.0% 60.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 10.0%

  大館市 93 6 70 4 4 0 4 2 0 0 3 
  100.0% 6.5% 75.3% 4.3% 4.3% 0.0% 4.3% 2.2% 0.0% 0.0% 3.2%

居  北秋田市 78 9 51 3 7 0 4 4 0 0 0 
  100.0% 11.5% 65.4% 3.8% 9.0% 0.0% 5.1% 5.1% 0.0% 0.0% 0.0%

住  上小阿仁村 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
  100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

市  能代市 64 7 42 1 6 0 3 2 0 1 2 
  100.0% 10.9% 65.6% 1.6% 9.4% 0.0% 4.7% 3.1% 0.0% 1.6% 3.1%

町  藤里町 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
  100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

村  三種町 46 4 37 0 2 1 0 1 0 1 0 
  100.0% 8.7% 80.4% 0.0% 4.3% 2.2% 0.0% 2.2% 0.0% 2.2% 0.0%

  八峰町 21 4 13 1 1 0 2 0 0 0 0 
  100.0% 19.0% 61.9% 4.8% 4.8% 0.0% 9.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  男鹿市 35 2 26 0 1 0 5 0 0 0 1 
  100.0% 5.7% 74.3% 0.0% 2.9% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9%

  無回答 10 1 5 0 1 0 2 0 0 0 1 
  100.0% 10.0% 50.0% 0.0% 10.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0%

 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全　　　体

 鹿角市

 小坂町

 大館市

 北秋田市

 上小阿仁村

 能代市

 藤里町

 三種町

 八峰町

 男鹿市

中心となって活動したい 参加・協力していきたい

活動は難しいが寄付等協力 もう少し年が経ったら協力したい

その他 参加等したいが体力的に難しい

参加等したいが時間的に難しい 参加・協力する意志はない

よくわからない 無回答
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４）地域資源に関する自由回答結果 

■地域資源の発掘 
問１ 居住集落やその近くで、昔から大切にしてきた自然やこれからも大切にしていきたい自然 
 

問１－１ 下の例を参考に、今も残っている自然と、今はなくなってしまったりなくなりつつある

自然にわけて書いてください。たくさんある人はそれぞれ３つまで書いてください。場所や名前は

できるだけ具体的に書いてください。また、どういうところがいいか、なぜなくなってしまったか

など、説明が書けるものは書いてください。 
  

○ 昔から大切にしてきた自然の例 

森吉山の眺め、七座山の原生林、風の松原、天然スギの巨木、近くの雑木林、 

田圃の風景、カヤ場の風景、米代川の白鳥、目潟、ノロ川の渓谷、わき水など 

※説明の例：カヤ場の風景 最近は使わなくなったのでヤブになってしまった 

 
問２ 居住集落やその近くで、昔から守り伝えてきた、古い建物や伝統的な祭り、芸能 
 

問２－１ 下の例を参考に、今も残っているものと、今はなくなってしまったりなくなりつつある

ものにわけて書いてください。たくさんある人はそれぞれ３つまで書いてください。 

 場所や名前はできるだけ具体的に書いてください。また、それはどういうものか、なぜなく

なってしまったかなど、説明が書けるものは書いてください。 
 
○ 昔の建物や伝統的な祭り、芸能などの例 

 （建物など） 

神社やお寺、古い民家、古い酒蔵、歴史ある洋風建築、 

鉱山跡などの産業遺産、水車小屋、歴史的な橋や堰、祠やお地蔵さん、石碑など 

 （祭り、芸能など） 

祭り、神楽、番楽、獅子踊り、ささら、太鼓などの伝統芸能、 

なまはげ、厄払い、小正月、旧正月、雪中田植えなどの行事や儀式 

 ※説明の例：○○神楽 平家の落人が伝えたといわれる。長男が受け継ぐ。 

 
問３ 居住集落やその近くで、昔から伝わる生活の中での自然の利用のしかた 
 

問３－１ 下の例を参考に、今も残っているものと、今はなくなってしまったりなくなりつつある

ものにわけて書いてください。たくさんある人はそれぞれ３つまで書いてください。 

 使う動植物の名前や使い方は具体的に書いてください。また、なぜなくなってしまったかな

ど、説明が書けるものは書いてください。 

 

○ 昔から伝わる生活の中での自然の利用のしかたの例 

山の枯れ枝の薪としての利用、落ち葉の肥料としての利用、野焼き、 

山のシバやソダの畑での利用、縄づくり、炭焼き、竹や木を使った生活用具、 

カヤ葺き屋根の葺きかえ、山菜やきのこ、川魚、けものなど食べるもの、 

漬け物など冬場の食べ物、雪国の遊びなど 

 ※説明の例：炭焼き 30 年前頃までは焼いていたが、石油を使うので不要になった 
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①鹿角市 
集落名 自然 歴史 生活文化 

 残っているもの なくなってしまっ

たもの・なくなり

つつあるもの 

残っているもの なくなってしまっ

たもの・なくなり

つつあるもの 

残っているもの なくなってしまっ

たもの・なくなり

つつあるもの 

花輪 米代川の白鳥(4) 雑木林、山の木々、

杉林(3) 

花輪囃子(8) オジナオバナの火

祭り(3) 

山菜やきのこ採り

（8) 

炭焼き(6) 

 用野目の水田、山

(2) 

田園の風景(2) 盆踊り、毛馬内盆

踊り(3) 

尾去沢鉱山跡地

（洋風建築等）（2)

漬け物(3) 茅葺き屋根(5) 

 桜山公園(2) 湧き水(2） 神社、幸稲荷神社

(3) 

大太鼓(1) 漬物など冬場の食

べ物(1) 

伝統的な遊び（竹

スキー、下駄スキ

ー、箱ソリ、馬ソ

リ）（3) 

 奥羽山脈の山（柴

平発電所、上沼牧

野）、恵み(2) 

野兎(1) 厄払い(2) 彼岸の珠ず念仏講

(1) 

縄作り(2) 落ち葉の肥料とし

ての利用（年々少

なくなった）(1)

 間瀬川の清流、魚

釣り(2) 

川の汚染（魚が少

なくなった）(1) 

大日堂神楽(2) 小正月(1) 落ち葉の肥料とし

ての利用(2) 

野焼き（害虫がい

なくなるから）(1)

 田園の風景(1) 米代川の白鳥（昔

は何十羽と来てい

たが、今は数える

ほどしか来なくな

ってしまった）(1) 

神社やお寺での祭

り(1) 

露天掘り跡（小坂

町）(1) 

雪国の遊び（雪合

戦等の行事も年１

回行われている）

(1) 

縄づくり(1) 

 五の宮山(1) 山の汚染（山野草

の減少）(1) 

白山神社の祭典、

トッコ(2) 

正月の獅子舞(1) どんど焼き(1) 野菜の苗（育苗土）

(1) 

 湧き水（山からの

自然の湧き水が数

多く残っている）

(2) 

ホタル（昔は家の

周りにもたくさん

いたが、現在は一

部の場所でしか見

られなくなった）

(1) 

古い酒蔵(1) どんど焼き（門松

や〆縄を持ち寄っ

て焼く行事を行う

集落が少なくなっ

ている）(1) 

湧き水の利用（花

輪地区のおせど）

(1) 

川魚（昔は米代川

によく釣りに行っ

たが、最近はあま

り見なくなった）

(1) 

 大湯ストーンサー

クル(1) 

神社の杉 土蔵(1) 馬検場（４０年程

前、跡形なし。標

示石でもあればと

思う）(1) 

スキー、ソリ(1) 竹細工(1) 

 大湯黒森山からの

風景（鹿角の地名

のごとく鹿の角の

ような川の流れ）

(1) 

 とっこ（神様の持

ち回り）(1) 

春祈祷の権現舞

（神官が退官して

不在）(1) 

 納豆づくり（各家

庭で作るもの）(1)

 桜山の桜の大木

(1) 

 鉱山跡(1) 古い民家(1)  山シバの利用・縄

づくり、俵あみ、

ワラぐつ作り 

 花輪の総合運動公

園(1) 

 七夕(1) 盆踊り(1)  枯れ枝の薪他 

 湯瀬渓谷（遊歩道

からの眺めが素晴

らしい）(1) 

 古い民家（江戸時

代(1) 

村祭り(1)  

   鉱山の煙突(1) 虫送り(1)  

   さなぶり 葬儀を自宅で行う

場合、自治会役員

が手作り造花と当

日の行列で産地ま

でおくる。●●。

(1) 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

字宮野

平 

米代川の白鳥(1) 田圃の風景（荒れ

野原になってい

る）(1) 

太鼓祭り(1) 祭り（不景気の為

なくなりつつあ

る）(1) 

山菜やきのこ(1) 竹や木を使った生

活用具(1) 

   川魚(1) 雪国の遊び(1) 

十和田

山根 

川の水の透明度、

きれいな沢水(3) 

道路廻りの花一杯

運動（苗作り等共

同で実施してい

た）(1) 

芦名沢大太鼓(3) 虫送り(2) 山菜やきのこ（3) 子ども達の遊び、

冬の遊び(2) 

 芦名沢神社とその

周りの杉の巨木

(1) 

芦名沢観音、門杉

２本のうちの１本

（火災で消失）(1) 

芦名神社（絵馬、

市文化財）(1) 

オエノ祭り(2) 薪の利用（2） 薪拾い(1) 

 集落を一望できる

小高い所の神社周

辺（大きい杉、祠

等）(1) 

岩魚の放流、鰍や

ドジョウ（除草剤

等）(1) 

盆踊り(1) 漬け物など冬場の

食べ物(1) 

茅葺き屋根の葺き

替え（トタン屋根

になったため、４

５年くらい前で終

わった）(1) 

 田園の風景(1) 岩魚の放流、鰍や

ドジョウ（除草剤

等）(1) 

神社での秋春の祭

典、虫送り、穂作

祭り等(1) 

 稲のハサ用の木

(1) 

炭焼き(1) 

 秋には山々の紅葉

(1) 

山ツツジの原生場

所（茅場が藪にな

ったこと、不届き

者が掘っていった

こと）(1) 

御酒上げ(1)  ケラ、カゴ作り（カ

ッパやプラスチッ

ク製品が出てきた

ため）(1) 

   芦名沢そばづくり

(1) 

 

十和田

瀬田石 

田園の風景（4) 雑木林(3) 大太鼓(6) ナンマイダ(3) 山菜やきのこ採り

(9) 

縄づくり(5) 

  沢ガニや鰍(1) 虫送り(5) 百萬遍(2) 漬け物(3) 竹スキー(5) 

  四季を彩る山林

(1) 

盆踊り、毛馬内盆

踊り(6) 

造り酒屋(2) 漬物など冬場の食

べ物(1) 

薪の利用(4) 

   月山神社祭典(2) 集落の祭典(1) 薪ストーブ(3) 茅葺き屋根(2) 

   百萬遍(1) 古い民家(1) （石油を使うよう

になった為）山の

枯れ枝の薪として

の利用 

突き井戸（子供の

頃にはまだ使って

いるところもあっ

たが、上水道が整

備されて生活が便

利になった）(1)

   太鼓などの伝統芸

能(1) 

 野焼き(1) 

十和田

大湯 

黒森山、黒森山の

眺め(10) 

田園の風景、田畑

(4) 

大湯大太鼓(6) 大太鼓(4) 山菜やきのこ採り

(6) 

雪国の遊び、スキ

ー大会(3) 

 大湯川、大湯川の

風景(2） 

共同井戸、湧き水

井戸(2) 

宮野平のオジナオ

バナ(4) 

お寺（大円寺解体）

(1) 

漬け物など冬場の

食べ物、保存食(5) 

竹や木を使った生

活用具(2) 

 大湯ストーンサー

クル(2) 

大湯「黒森山」（冬

季はスキー場とし

て親しまれたが時

代と共に廃れた）

(1) 

大湯囃子(2) 水車を利用した精

米所（建物）(1)

雪祭り(1) 薪の利用(2) 

 大円寺の大杉(1) 昔のウド道(1) 水車小屋(1) 茅葺き民家(1) 共同浴場での洗濯

(1) 

茅葺き屋根(2) 

 豊真木沢川のホタ

ル(1) 

湿地帯の植物（杉

植林のため）(1) 

彼岸行事(1) 夏祭り（五の湯祭

り）(1) 

はさがけ(1) 縄づくり（稲藁の

確保）(1) 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

十和田

大湯 

山の神社への並木

(1) 

家の周りの小川

（ヨコ海老やトゲ

ウオ、山椒魚がい

なくなった）(1) 

水力発電所（同和

興業）(1) 

古い民家（時代の

流れ）(1) 

薪ストーブ(1) 農耕馬（機械化）

(1) 

 近くの雑木林(1) 小坂鉄道からの風

景(1) 

八幡神社の大綱奉

納(1) 

寺の大杉(1) ソリ遊び(1) 干し餅(1) 

 集落を流れる小川

(1) 

雑木林（よく遊び

場にしていた。杉

林に変わっている

が手入れされてい

ない）(1) 

神明社祭典(1) スキー場（たしか

最初にリフトがで

きた）(1) 

 藁を使った履物作

り(1) 

  中学校の跡地(1) 下三町演芸会（三

つの町内会が力を

入れている）(1)

虫送り行事(1)  野草の利用（馬が

いなくなった）(1)

  秋のはさがけ(1) 神社(1)  川での水遊びの禁

止、小魚捕りの禁

止など(1) 

  大湯川の水量が少

なく、川に藪が目

立つ(1) 

荒瀬の共同浴場

(1) 

 炭焼き(1) 

   庚申塚(1)  こけしや縄民芸品

(1) 

   小太鼓囃子(1)  自家製の味噌作り

(1) 

   温泉(1)  寒干し大根(1) 

   土蔵(1)  稲藁の堆肥作り

（化学肥料の使

用）(1) 

    肥溜め(1) 

十和田

地区 

観世音様の天然杉

の巨木(1) 

河川の自然体系

（沢蟹等がいなく

なった）(1) 

芦名神社祭り、芦

名神社内元がく物

(2) 

大太鼓（後継者不

足）(1) 

山の木を薪として

利用(1) 

部落の山薪切り

（利用者皆が協同

で）(1) 

 月山神社  芦名沢大太鼓(1) 山菜やきのこ(1) 曲り坂等、カズ取

ソリの遊び（子供

達）(1) 

 八幡神社  毛馬内盆踊り(1) 湧き水の利用(1) 若者達のモス小屋

（冬、中学校卒業

者全員）(1) 

上芦名

沢 

山菜の採れる山

(1) 

 神社(1)  

 イワナやヤマメが

棲める川(1) 

 神社祭典(1)  

   大太鼓(1)  

八幡平 五の宮山、五の宮

山の眺め、五の宮

参道(6) 

泥鰌、田圃にいた

つぶやどじょうが

側溝等の整備によ

り居なくなった

(2) 

大日堂舞楽(7) 地区の盆踊り(4) 山菜やきのこ(10) 縄づくり(3) 

 湯瀬渓谷、湯瀬渓

谷の眺め(5) 

川魚、ドジョウ等

の住む小川(1) 

管原神社、管原神

社神楽(4) 

山の神(1) 漬け物など冬場の

食べ物(4) 

炭焼き(4) 

 薬師山、薬師山の

眺め(2) 

桜（古くなりすぎ、

高速道路で切られ

た）(1) 

盆踊り、各集落の

盆舞り、盆歌(4)

南部藩の名残の文

化、建物の跡など

(1) 

堆肥づくり（草刈

り後）(2) 

薪の利用(3) 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

八幡平 米代川、米代川の

白鳥(2) 

歌内沢の水（各家

より水道管理担当

の当番が出て年間

通して維持管理し

てきているが、今

後若い人の世代に

なると、その維持

管理も難しくなっ

てくると思われる

(1) 

松舘天満宮獅子

舞、歌楽(3) 

もうし（年末の飲

み会）(1) 

味噌造り(1) 藁細工（注連縄、

草鞋作り）(2) 

 家の近くの小川、

川(2) 

子供達が安全に遊

べる雑木林や河原

(1) 

天神様の祭典(1) 大日堂舞楽（１月

１日深夜～２日早

朝にかけて、その

年の宿をつとめて

くれる家に能衆が

集まって舞を奉納

するが、年々宿を

つとめてくれる家

の確保が困難にな

ってきている。な

くなることはない

と思うが、昔のや

り方と変わると思

われる）(1) 

腐葉土の利用、落

ち葉の肥料として

の利用(2) 

雪国の遊び、ソリ

遊び(2) 

 山の中の広場（大

地平）(3) 

川遊びができる川 大日堂、薬師神社、

五の宮神社(1) 

小正月や虫送りな

ど、ローカル紙も

とりあげない様な

小さな行事(1) 

縄づくり（コンバ

インで稲刈りをす

るようになり、藁

を使用しなくなっ

た）(1) 

はさがけ（稲刈り

もコンバイン中心

となり、はさがけ

するところが少な

くなってきてい

る）(1) 

 歌内沢の水（集落

の大切な水資源と

して大事にしてい

る）(1) 

堤防の林 ざいど(1) オジナオバナ（子

供達中心の行事で

あったが、少子化

で参加する子供が

少なくなり、人の

確保や準備のため

の人員確保も難し

い状況。なくなる

ことはないと思う

が、昔のやり方と

変わると思われ

る）(1) 

太鼓のばち作り

(1) 

獣などを食する

(1) 

 日常的な風景（子

供の頃から変わら

ない日常的な風景

と、そこに流れる

時間）(1) 

河川敷(1) オジナオバナ（春

の彼岸の中日に薬

師山の麓に１２個

（閏年は１３個）

の火をともし送り

火を行う）(2) 

茅葺きの家(1)  朝草刈、茅刈（家

畜がいなくなっ

た、茅葺きの家が

ない）(1) 

 薬師神社から見る

地域の風景(2) 

雑木林（杉の植林）

(2) 

念仏(1) 各地域の七夕、子

供の減少等により

大きな灯篭が見ら

れなくなった(1)

 栗、柿の木等（他

家の所有物でも子

供達が自由に食べ

られるもの）(1)

 田圃の風景(1) シオカラトンボ

(1) 

地区演芸会(1) 小正月行事（ぽっ

ぽ、雪中田植え）

(1) 

 川魚(3) （昔は米

代川によく釣りに

行ったが、最近は

あまり見なくなっ

た） 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

八幡平 田圃の白鳥(1) 土の堤防(1) 盆踊り(1) 地域の民謡。田カ

キ歌、湯瀬村コ(春

秋唄）(1) 

 かまくら(1) 

 地区内の自然（村

中）(1) 

薬師山の眺め（数

年前の夏の大雨で

山肌が崩れ、工事

をした為、斜面は

コンクリートに固

められ景観が変わ

った）(1) 

吉祥院(1) 盆歌の大の坂(1)  竹や木を使った生

活用品(1) 

 八幡平国立公園

(1) 

桜の木(1) 大日霊貴神社(1)  

  米代川の風景、浅

瀬が多くなった

(1) 

国や県などが指定

している民族芸能

（神楽や祭り）等

(1) 

  

  冬の田圃、寒くな

らず雪も凍結しな

い為、田を歩く子

供達を見なくなっ

た(1) 

つり橋(1)  

   かまのふた(1)  

   長嶺兄ヶ舞(1)  

尾去沢 近くの雑木林(2) 下新田地域の竜ヶ

森からの眺め(1) 

稲荷神社、稲荷神

社の祭り(4) 

葬式の行列(1) 漬け物など冬場の

食べ物(4) 

炭焼き(4) 

 湧き水、天然杉(1) 田圃の風景(1) 平野神社(1) からまつ様（子実

の行事。図体はわ

からず。昔は婦人

達が神社に行き参

拝したそうです）

(1) 

山菜やきのこ採り

(3) 

茅葺き屋根の葺き

替え(4) 

 山の紅葉(1) 尾去沢鉱山の元山

の眺め(1) 

鉱山跡(1) 旧正月(1) 杉（外林がどんど

ん入り杉の値が下

がったので、杉の

木が不要になっ

た）(1) 

沢蟹、蟹採り(2)

 山林（周りを山林

に囲まれており特

に感じられない

が、現状をいつま

でも残したいもの

と考える）(1) 

山菜やきのこ(1) 山野神(1) 祭り(1) 薪の利用(1) 雪国の遊び（かま

くら、雪合戦）(1)

   とっこ（年４回実

施）(1) 

落ち葉の肥料(1) 鰍採り(1) 

   金比羅神社（稲荷

神社と同時に実

施）(1) 

 野焼き(1) 

   太鼓（盆踊り、今

は休止中）(1) 

  

   念仏（春と秋の彼

岸日に婦人達が鐘

と数珠を鳴らしな

がら各戸を回りお

払いをしている）

(1) 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

集落名

不明 

ストーンサークル

(1) 

きれいな小川(1) 大日堂舞楽(1) 各集落の盆踊り

(1) 

神社の注連縄づく

り(1) 

稲の自然はさがけ

(1) 

 森林(1)  芦名沢大太鼓(1)  茅葺きの家(1) 

 黒又山(1)  彼岸、オジナオバ

ナ(1) 

 スキー場(1) 

   芦名神社祭り(1)  

 
②小坂町 

集落名 自然 歴史 生活文化 

 残っているもの なくなってしまった

もの・なくなりつつあ

るもの 

残っているもの なくなってしまった

もの・なくなりつつあ

るもの 

残っているもの なくなってしまった

もの・なくなりつつあ

るもの 

荒川 近くの雑木林(1) 河川、湧き水の汚

れ(2) 

注連縄づくり（八幡

神社）(1) 

注連縄づくり(2) 縄づくり（稲刈りの

時ほとんど稲藁はと

らない。家畜もいな

い。）(1) 

 湧き水(1) 田圃の風景（機械

化が進み道路が大

きくなり耕地整理さ

れたため）(1) 

荒川神社(1) 漬け物など冬場の

食べ物(2) 

落ち葉の肥料化

（化学肥料にばかり

頼っていて自家製

肥料は作っていな

い）(1) 

 荒川の河川水（比

較的きれいなので

ヤマメが生息してい

る）(1) 

泥鰌、ホタル（堰が

Ｕ字溝敷設のため）

(1) 

八幡神社祭り（春

4/15、秋9/15、大

晦日12/31）(1) 

 漬け物コンクール

(1) 

   春祈祷（厄払い）(1) 山菜やきのこ(1) 

   地蔵さん(1)  

荒谷 小坂川の白鳥(1) 田圃の風景（農作

業が変わってきた）

(1) 

八幡神社(1) 地区の大太鼓（村

の若い人がやらなく

なりつつある）(1) 

八幡神社の注連縄

づくり(1) 

山林の道普請（作

業道の整備、人手

がなくなった）(1) 

 近くの雑木林(1) 河川の風景（コンク

リート護岸に変わっ

たので風情がなくな

った）(1) 

厄払い(1)  

 湧き水(1)   

小坂 奥山に湧いている

温泉、八九郎温泉

（昭和４９年頃ボー

リングでわいた）(2) 

ブナ林（薪にするた

めに切っており残り

少なくなっている。

業者がブナを薪に

しないで他へ転売

しているようだ。利

用者へは他の薪を

届けている）(1) 

大太鼓(2) 太鼓（若い人達が

たたけない）(2) 

山菜やきのこ(2) 茅葺き屋根(2) 

 ブナ林(1)  神社、野口神社(2) 古い民家(1) 落ち葉の肥料(1) 炭焼き(1) 

 筍(1)  電神社祭(1) 野口神社（若い人

達が集まらない）(1)

薪(1) 雪国の遊び(1) 

 白地山からの眺

め、十和田湖(1) 

 盆踊りに打つ太鼓

(1) 

川魚(1) 薪（今はフロに利用

しているが、薪を切

れるうちだけ）(1) 

   野焼き(1) 獣などを食する(1)

   漬け物(1) 漬け物(1) 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

野口 湧き水（上水道の

水源となっている） 

(1) 

茅場の風景(1) 大太鼓(1) 大太鼓(1) 山菜やきのこ採り

(2) 

炭焼き(1) 

 杉林(1)  神社(1)  雪国の遊び(1) 

 豊かな山菜、きの

こ）(1) 

  野焼き(1) 

 淡水魚の生息(1)   

集落名

不明 

集落からの白地山

の自然の四季の風

景(1) 

集落からの登山道

(1) 

 

 
③大館市 

集落名 自然 歴史 生活文化 

 残っているもの なくなってしまった

もの・なくなりつつあ

るもの 

残っているもの なくなってしまったも

の・なくなりつつある

もの 

残っているもの なくなってしまったも

の・なくなりつつある

もの 

餌釣 田園の風景(3) 部落周辺の自然

（パチンコ店が多

い）(1) 

日吉神社(5) 旧正月、小正月(4) 漬け物(5) 川（住宅のそばの

川に蓋をして道路

にした）(1) 

 日吉神社(2) 町内周辺の自然環

境(1) 

神社(1) 大平山神社、山神

神社(1) 

野菜の雪中への貯

蔵(1) 

薪の利用。縄づく

り。カヤ葺き屋根。

けものの食べ物(1)

 貯水池(2) 熊沢山頂までの歩

道(頂上からの眺

め）ほとんど歩けな

い(1) 

祭典(3) 山菜やきのこ 雪国の遊び。馬,牛

の利用(1) 

 沢水による溜め池

(1) 

雑木林（植林のた

め） 

注連縄づくり(3) 川魚 

 旧上川治小学校跡

地の校庭の桜(1) 

 厄払い(1)  

 日吉神社の天然杉

の巨木(1) 

  

 神社境内（日吉神

社、大平山、山神

様）(1) 

  

 上記の講中(1)   

 雑木林   

 植林森林   

 栗山(1)   

花岡町 花岡温泉（老朽化

してなくなる危機に

あったが、新築して

今も残っている）(1) 

花岡川の清流(1) 鳥潟会館(4) 獅子踊り（本郷獅子

舞）(7) 

（統率者無く、放っ

ておくと消滅する）

漬け物(4) 雪国の遊び(3) 

 花岡川（中国人達

の過酷な作業で作

られた思い出の川）

(1) 

滝ノ沢温泉（山の奥

にあり、泉度が低い

ため利用者が少な

い）(1) 

祭り(3) 鉱山の祭り(2) 山菜やきのこ採り(2) 薪の利用(2) 

 花岡川の土手の桜

並木(2) 

（花岡川に立ち並

ぶ桜は春になると

人々の心を和ませ

てくれる） 

小川（魚釣りをした

近所の小川は河川

改修工事により消

滅した）(1) 

信正寺(2) 唐松様(2) ゼンマイ、蕨（夏分

に採り乾燥して冬

場に食す） 

野焼き（耕作放棄

地が多くなった）(1)
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集落名 自然 歴史 生活文化 

花岡町 信正寺前にある大

銀杏樹（樹齢６００

年、昔は乳の神とし

て尊拝）(1) 

川のきれいな水（昔

は川で水泳等をし

ていた）(1) 

賽の河原地蔵祭り

(1) 

鉱山の露天掘跡(1) 野菜の土中への貯

蔵(2) 

餅つき（機械を使

う）(1) 

 矢立自然林(1) 大山（遠足やスキー

場）(1) 

花岡川他（戦争中

の花岡事件の現

場）(1) 

共楽館（小坂町に

ある康楽館と同等

の建築物、老朽化

で取り壊された）(1)

自家用堆肥(1) 川魚（河川の汚染

が進んだ）(1) 

 田圃の風景(1) 七ツ館（館を崩して

鉱山に使ってしまっ

た）(1) 

桂清水（七ツ館跡。

成田氏の氏神にな

っている）(1) 

坊主塚（工事のた

め壊されてしまっ

た）(1) 

落ち葉の肥料として

の利用(1) 

注連縄（後継者が

いない）(1) 

 芝谷地湿原(1) 唐松神社（安産の

神様であるが、若い

女性に関心が薄く

将来無くなると思わ

れる） 

神明社と根井神社 注連縄（後継者無

く、現在作れる人は

減少している） 

筍（自動車社会に

なったことと、保存

方法が変わったこと

で年中食されるよう

になった） 

 

 通称「花岡富士」萱

刈山の眺望 

花岡鉱山社宅「通

称長屋」（平成６年

の閉山で取り壊さ

れた） 

花岡鉱山露天堀の

跡地（ゴミ焼却後の

残土埋立地となっ

ており、１０年後に

は緑地公園になる

予定） 

   

 鳥潟会館の庭園

（京都造り） 

花矢町役場建物

（合併により支所→

出張所となり老朽

化で平成１７年撤去

された） 

   

 神明社と根井神社 花岡中学校付近の

桜並木(1) 

 杉の皮の屋根に石

を載せていたもの、

柾屋根(1) 

  農業用溜池(1)  竹や木を使った生

活用具（手作りでき

る人がいなくなっ

た）(1) 

  ひょうたん山（小学

校歌の歌誌に出て

くる）(1) 

  

  大森山（ひょうたん

山。石を採って使

用したので崩れた）

(1) 

  

  泉田、前田等の田

圃（住宅地になって

しまった）(1) 

  

雪沢 岩山にある松(1)  神社(1) 盆踊り(1) 山菜やきのこ(1) 炭焼き(1) 

 トチの木(1)  祭り(1) 漬け物(1) 縄づくり(1) 

   川魚(1) 川魚捕り(1) 

岩瀬 十ノ瀬山の眺め(1) カラス貝(1) 代野番楽(4) 盆踊りに打つ太鼓

（打ち手が少なくな

り保存が困難にな

っている） 

漬け物(3) 炭焼き(1) 

 田代岳周辺(1) 無舗装の散策路(1) 厄払い(1) 山菜やきのこ(1) 縄づくり(1) 

 代野番楽保存(1) 水草の流れる小川

(1) 

神楽(1) 薪ストーブ(1) 川魚捕り(1) 

 茂屋方山の眺め(1)  代野稲荷神社(2) 自家製味噌 

 田圃の風景(1)   
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集落名 自然 歴史 生活文化 

岩瀬 農村公園   

 郷土芸能   

 正月元旦に部落内

で氏神に奉納する

神楽(1) 

  

 田代岳の眺め(1)   

 自然のままの河川

(1) 

  

山田 田代岱からの岩木

山の眺め(1) 

天然杉の巨木(1) 獅子踊り(2) 八幡神社（焼失）(1) 茅葺き屋根の葺き

替え(1) 

馬牛の肥育（機械

化により必要が無く

なった）(1) 

 田圃(1)  地蔵祭り(2) 神社(1) 燃料となる薪(1) 草刈り場（機械化に

より必要が無くなっ

た）(1) 

 五色の滝(1)  洞要寺(1) 漬け物(1) 

 天然の山林(1)   

釈迦内 芝谷地湿原植物群

落（国指定天然記

念物）(2) 

近くの杉林（伐採の

ためなくなった）(1) 

神社（釈迦内神明

社）(1) 

鉱山跡（釈迦内鉱

山、閉山で無くなっ

た）(1) 

落ち葉、籾殻を肥

料として利用(3) 

竹や木を使った生

活用具(1) 

 田圃の風景(1) 泥鰌、タナゴ等（住

宅地の小河川に棲

んでいた）(1) 

実相寺の釈迦堂(1) 奉納相撲大会（子

供、神社で行われ

た）(1) 

山の枯れ枝の薪(1) 脱穀機(1) 

 早口川の清流に棲

む鮎、イワナ、ヤマ

メ等(1) 

ホタルの生息地(1) 松峰神社と散在す

る祠(1) 

釈迦内の遺跡群

(場所によっては）

(1) 

漬け物の保存(1) 薪ストーブ(1) 

 松峰の大山(1) 松峰神社周辺の修

駅跡地、杉並木（貴

重な歴史跡でもあ

り、その保存が大変

である）(1) 

唐糸伝説と板子石

（山）神社(1) 

山菜やきのこ(2) 柴での箒作り(1) 

 松峰神社周辺の修

駅跡地、杉並木(2) 

茅場の風景（草刈り

等のため無くなりつ

つある）(1) 

人形様祭り（厄払

い）(1) 

川魚(1) 川魚（川の水の汚

染のため食べられ

なくなりつつある）

(1) 

 稲荷神社(1) 芝谷地湿原植物群

(1) 

松木高館城跡石(1) 杉の酒樽づくり（会

社で）(1) 

藁靴、箱ソリ(1) 

 近くの雑木林(1)  釈迦内の遺跡群(1) 薪ストーブ(1) 稲わらを使った生

活用品（壘床、く

つ、なわなど）(1) 

 獅子が森(1)  松木の獅子踊り(1)  下駄、ひしゃく(木

製）すい風呂、風呂

おけ(1) 

 釈迦湖(池)周辺(1)   いろり、井戸(堀)(1)

 向陽幼稚園日景靭

屓氏敷地内明治天

皇休息場所（お茶

席）(1) 

   竹滑り、かまくら作り

遊び(1) 

    縄づくり（材料の藁

が手に入らない）(1)

十二所 山哲山の紅葉風景

(1) 

近くの雑木林(1) 唐松様（各家庭を

定期的に宿として

回り、唐松様を奉

る）(1) 

十二所地区祭りの

子供神輿(1) 

山菜やきのこ採り(2) 茅葺き屋根(1) 

 田園の風景 小川の小魚(1) 稲荷神社(1) 盆踊り(1) 漬け物など冬場の

食べ物(1) 

縄づくり(1) 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

十二所 米代川の鮎釣り(1) 沢ガニ(1) 虫送り、二十日盆

(1) 

 炭焼き(1) 

 米代川の清流(1)  雪中田植え(1)  

 三哲山(1)  漬け物(1) 

松峰 松峰神社と杉並木

(7) 

下内川の清流(4) 人形様祭り(9) 百萬遍(2) 漬け物など冬場の

食べ物(3) 

薪の利用(3) 

 大山の森林（天然

ブナ林あり）(1) 

村に伝わる名勝の

石（山に入ることが

少なくなり、雑木、

造林で見えなくなっ

た）(1) 

松峰神社(3) 農耕馬(1) 薪の利用(3) 川魚(2) 

 涸れない湧き水、

天然杉の巨木並木

（周辺に菅江真澄

にかかわる岩等が

ある。昔からの遊び

場）(1) 

下内川の川魚（汚

染）(1) 

神社やお寺(1) 神社への参拝(1) 大山の美林（主とし

て杉林、１００～１５

０年生が約８０ヘク

タールが立派に育

っている。町内有林

であるので保存して

いきたい）(1) 

縄づくり(1) 

 近くの雑木林(1) 花岡川、大森川の

清流(1) 

祠やお地蔵さん(1) 虫追い(1) ドジョウ捕り（小川に

仕掛けをつくる）(1) 

稲藁の堆肥への利

用（コンバインで刈

り取った後、焼く農

家が多くなった）(1)

 人形祭り（義経、弁

慶、与一の３体。毎

年１１月に改葬、

家々を回って無病

息災を祈る行事）

(1) 

草刈場の風景（馬

がいなくなり、雑木

に覆われてしまっ

た）(1) 

唐松様祭り(1)  泥鰌捕り（田圃の農

薬のためやる人が

少なくなった。時期

を気にする）(1) 

 ワラ人形（三体） 

大館周辺では一番

大きい(1) 

大山山頂付近の歴

史的景観（ＮＨＫデ

ジタルアンテナ建設

のため）(1) 

稲荷神社（町内に

あり）(1) 

 竹や木を使った生

活用具(1) 

 田園の風景(1) 田圃の風景(1) 松木集落の獅子踊

り（財政面と若手人

的不足） 

 

 大山神社と天然杉

並木 

会話の減少（集団

移転）(1) 

 

  獅が子舞と番楽

（100年位前までは

やっていた） 

  

  釈迦内、松峰地区

の田園風景（鉱山

開発による）(1) 

  

城西地

区 

米代川の流れ(1) 米代川流域の田園

風景（バイパスが通

った）(1) 

神明社(1) 船着き場（米代川

に有ったらしい）(1)

 

 大館神明社の雑木

林(1) 

沢ガニと湧き水(1)  

 鳳凰山の眺め(1)   
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相染沢

中岱 

 日本ザリガニ（天然

記念物、北限生息

地。今から50～60

年前までは沢山生

息していた。周囲に

建物が増え生活雑

排水が入るようにな

って急激にその数

が減少した。今現

在、僅かに生息で

きる要素を残してい

る。それを何とか維

持できるように協力

したい）(1) 

獅子踊り（谷地町、

現役世代が老齢化

し後継者がいない）

(1) 

  

中神明

町 

長走の風穴(2) 未舗装の土の道、

散歩道(1) 

神明社祭典(2) 清流の小川（子供

の頃ドジョウ等を採

った。今はセメント

小川や蓋付き等(1)

山菜やきのこ採り(5) 雪遊び（子供が雪

で遊んでいるのをあ

まり見ない）(1) 

 白沢の湧き水（そば

屋さんが汲みにくる

らしい）(1) 

雑木林、湧き水(2) アメッコ祭り（観光客

の方もたくさんいら

っしゃいます）(1) 

茅葺き屋根の民家

(2) 

（火災の関係もあ

る）（カヤブキ屋根、

良質のかやもなくな

り、葺き替えの技術

者もいない） 

曲げわっぱ(1) 川魚（勝手に採れ

ない）(1) 

 明神町～舟場途中

のわき水(1) 

草原等、公園の遊

び場所(1) 

神社とお祭り、小さ

な神社のお祭りは

集約されたり無くな

ったりしている(1) 

部落で行われてい

た獅子踊り等の伝

統行事(1) 

きりたんぽ鍋（季節

のおいしい旬のもの

が一度に食べられ

る）(1) 

民家で鶏、兎等（昔

はよく飼っていた）

(1) 

 長木川、白鳥(1) 中明神町から坂の

わき水、土地の所

有者が替わり専有

されている(1) 

曲田のハリストス正

教会（木造の古い

教会堂、明治２５年

建造）(1) 

山正月(1) 漬け物(2) 炭焼き。４～５年前

まで父がやっていた

が高齢でやめた(1)

 米代川の白鳥（含

長木川の白鳥）(1) 

天然杉の巨木(1) 元大館町町長櫻庭

文蔵氏住宅(1) 

旧正月(1) 落ち葉の肥料(1) わら細工。作り方を

知っている年寄りが

いなくなった(1) 

 芝谷地湿原植物郡

落(1) 

 大館八幡神社(1) 雪中田植え(1) 鰰寿司(1) 野焼き(1) 

 鳳凰山の眺め(1)  大館神明社(1)  縄づくり(1) 

 渓谷芙の小又峡(1)  大館松下村塾(1)  茅葺き屋根の葺き

替え(1) 

 大湯ストーンサーク

ル(1) 

  

粕田 白沢部落の御繕水

(3) 

田圃の風景（高齢

化が進むと徐々に

なくなる）(1) 

獅子踊り(9) 味噌小屋（今は豆

を煮る人も少ない）

(1) 

漬け物など冬場の

食べ物(4) 

蕗、筍の長期保存

（缶詰）(2) 

 矢立峠の天然杉(2) 川魚(1) 人形祭り(7) 百萬遍(1) 茗荷、ミズ、タラの

芽等（山や林で採

れる）(1) 

薪の利用(2) 

 長走の風穴(2) タラの木（枝ごと切り

取る人が多く、春に

自然に芽が出る木

が少なくなった）(1) 

酒こし舞(4) 薪ストーブ（雑木や

周りの廃材を使用）

(1) 

山の柴（擬木の方

が使いやすく長持

ちする）(1) 

 田園の風景（山林、

周りの田畑等）(3) 

 虫追い祭り(2) 鶏に残飯を与える

(1) 

野焼き（消防車が

来るので、もう出来

ない）(1) 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

粕田 御興神様、銀杏の

木(1) 

 唐松様(2)  自家製の味噌作り

(1) 

 釈迦湖(1)  神馬(1)  マメ柿(1) 

 山々の豊な山菜(1)   山菜(1) 

    漬け物作り（若い方

は市販の漬け物な

どを食べるので、年

配の方がいない家

では作らない方もい

る）(1) 

板沢 田圃の風景(3) 田圃（減反により草

むらになりつつあ

る）(2) 

神社(2) 葬儀行列及びその

慣習(2) 

山菜採り(2) 縄づくり(1) 

 部落の山腹にある

愛宕神社(1) 

部落の中心にある

神明社の欅(1) 

祭り（集落の神社の

祭りは今も大事にし

ている。春の彼岸の

百万遍を婦人部の

人達で受け継いで

いる）(1) 

百萬遍念仏(1) 食料の採り方、作り

方(1) 

薪など（出来合いの

ものを使うようにな

り、山へも入らなくな

った）(1) 

 河川の敷地(1) 河川の整備(1) 神社の祭典（祈祷、

酒盛り。部落の役

員が先頭となり実施

している）(1) 

よいの習慣（農繁期

の仕事を皆で助け

合ってこなす。農作

業の機械化と共に

なくなった）(1) 

鰰寿司(1) 茅葺き屋根（油や

電気が多くなった）

(1) 

 出川の欅(1) 山からの風景（山の

手入れがなされて

ないので近くの山に

登って風景を見に

行くことができなくな

った）(1) 

厄払い(1) 祭りの相撲(2) 

（祭りもなくなりつつ

ある） 

（太平山のお祭りの

際に行われていた

大相撲大会（４０～

５０年程前は青年団

が多く様々な行事

をこなしていたが、

その後若者が都会

へ出るようになって

から規模が小さくな

り、今はない）） 

子供の雪遊び（外

に出て遊ばない）

(1) 

スキー、ソリ遊び(1)

 集落の周りの山や

川(1) 

山の中の道路（山

に入る人が少なくな

って草に覆われて

おり、山の中はゴミ

捨場になっている）

(1) 

愛宕神社（山中に

存在）(1) 

青年会の舞（手踊

り。若い人達にやる

気がない）(1) 

しとぎ餅（うるち米を

粉にして餅を作る）

(1) 

縄づくり、藁細工(1)

 山の木々伐採(1) 泥鰌や鮒がたくさん

いる川(1) 

漬け物や野菜の保

存方法(1) 

泥鰌捕り(1) 

 空屋敷(1) 山の木の植林(1) 釣り(1) 山の柴の利用（畑

での活用）(1) 

 引欠川の水の流れ

(1) 

空屋敷の整理(1) 雑木を燃料として活

用（昔みたいに数は

多くないが、薪の使

用は増えつつある

気はする）(1) 

 

比内町 米代川、米代川の

白鳥や四季の風情

（9） 

米代川の風景、中

州、水の量(3) 

七夕（山コチンチ

コ）(6) 

古い民家(3) 山菜やきのこ採り

(11) 

薪ストーブ(4) 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

比内町 達子森、眺め(8) 川遊び、水遊び、

魚釣り(3) 

扇田神明社祭典、

神社の祭典(6) 

旧正月、小正月(3) 漬け物など冬場の

食べ物（7) 

雪国の遊び(3) 

 田園風景(4) 田園風景(2) 独鈷大日神社(7) 山コチンチコ（2） 薪の利用(3) 菅笠作り（8） 

 犀川、犀川の流れ

や魚(8) 

きれいな小川(2) 独鈷囃子(5) 祭り（2） 炭焼き（大葛小学

校でやっている）(1) 

杉の葉（落ち葉）の

火種用としての利

用（今はガス等とな

り不要となった）(2)

 神明社、神明社の

巨木(4) 

子どもが遊ぶ自然、

広場、河原(2) 

ハッタギ踊り（盆踊

り）(4) 

西館小学校舎（新

校舎に建替)(2) 

木材家屋、石垣(1) 藁工品（雪靴や草

鞋等）(2) 

 旧街道(1) 湧き水(2) 薬師神社（達子森）

(1) 

御神輿（地域に子

供がいない）(1) 

凧揚げ（続けさせた

い）(1) 

茅葺き屋根(2) 

 竜ヶ森(1) 古い民家（築100～

150年）(1) 

田子森(1) 扇の形をした田圃

(1) 

雪国の遊び(1) 木炭作り(2) 

 扇田、玄関、船着

場(1) 

旧街道（利用が減

少）(1) 

ジャジャシコ祭(1) 米代川の船着場

（扇田）(1) 

山の枝（畑に利用、

復活を）(1) 

自家製の味噌作り

(1) 

 扇田の船着場の跡

地（標柱のみ）(1) 

旧暦のお正月行事

(1) 

比内酉の市(1) 百人一首カルタ遊

び(1) 

蕎麦、地酒(1) 藁での草履作り（こ

もなど）(1) 

 大葛（奥羽山脈）の

山並みと竜ヶ森(1) 

キヤド（街道）といわ

れる砂利道(1) 

上川端地蔵尊(1) 大日神社の表参道

(1) 

熊、兎、鴨、山鳥、

キジ等（狩猟をして

いるので、自然の物

はおおよそ利用し

ている）(1) 

枯れ草焼き（近所が

うるさい）(1) 

 近くの雑木林(1) 小川の魚(1) 伝統芸能(1) 大葛金山(1) 大日堂の参道の落

ち葉（肥料に集めて

る人がいる）(1) 

野焼き、採草地（家

畜を飼育しないの

で草地を杉植林し

た結果、山菜やき

のこが採れなくなっ

た）(1) 

 大日堂周辺散策路

(1) 

扇田中寺、大木(1) 仁井田堰（扇田町

～仁井田町）(1) 

大日神社の獅子踊

り(1) 

椎茸（年中ハウスの

中で収穫している）

(1) 

漬け物（豊作だった

大根、ビール漬は

やっているが、若者

はあまり食べないと

いう）(1) 

 大日神社の境内(1) 扇田の船着場(1) 庭田植（雪中田植、

比内地方ではニワ

タウエという）(1) 

米代川内の家、畑

(1) 

落ち葉での肥料作

り(1) 

雑木類（少なくなっ

てきた。秋田杉が

主）(1) 

 大日堂の天然杉の

巨木(1) 

山菜採り(1) お盆の灯篭流し(1) 木造校舎(1)  山菜やきのこ採り

(1) 

 児童公園の桜の木

(1) 

道標、道祖神（朽ち

果てている）(1) 

古い酒蔵(1) 参道の中のお茶の

水（草が茂って湧き

水も飲めない）(1) 

 古い農機具、生活

用品など(1) 

 道標、道祖神(1) 旧正月明けのどん

ど焼き(1) 

鉱山跡（閉山によ

り）(1) 

 堆肥の利用(1) 

 天然杉の巨木(1) 弾痕（幕末の戦争）

(1) 

諸講中（信仰のた

めの団体。昔は１５

～２０あったが現在

は４～５）(1) 

 熊、兎、鴨、山鳥、

キジ等（物は残る

が、今の子供は現

代文明に染まって

いる）(1) 

 童ヶ森(1) 山の小渓谷（砂防

堤が多すぎ、作った

後の処置が悪い）

(1) 

 厄払い（参加者が

減少しつつある）(1)

 家畜、特に牛馬の

飼育（農業の機械

化に伴うもの）(1) 
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比内町 仁井田堰の流れ(1) 茅葺き屋根（一軒も

なくなった）(1) 

 大日堂の神楽（以

前はあったというが

先祖から伝えられて

いない）(1) 

 森や林の枯れ枝の

薪としての利用（石

油を燃料とするの

で）(1) 

 大日神社の杉（高

樹齢の杉林）(1) 

原生林（杉の植林

が多すぎる）(1) 

 七夕（小学校ＰＴＡ

で継承している）(1)

 

 山館方面の山の眺

め(1) 

原生林（杉の植林

が多すぎる）(1) 

 ポポー（旧正月の

行事）(1) 

 

 お寺（東西に５つ並

んでいる）(1) 

 土棟式(1)  

  神社祭典（参拝者

が殆どいない）(1) 

  

長木川の白鳥飛来

地 

ザリガニ 八幡神社  

八幡沢

岱 

秋田杉 河川敷の水辺（流

砂や中州に雑木や

草が茂ったりして水

面が浅くなったり狭

くなってきた） 

北鹿ハリスト教会  

  美林（手入れが十

分でない） 

桜櫓館  

集落名

不明 

米代川の白鳥(3) 天然杉の巨木(1) 神社やお寺(2) 古い民家(1) 漬け物など冬場の

食べ物(3) 

雪国の遊び(2) 

 天然杉の巨木(2) 秋田杉の群生林の

一部（結構伐採が

行われている）(1) 

祭り(2) 谷地町の獅子踊り

（メインになる人が

いなくなった）(1) 

山菜やきのこ採り(2) 漬け物など冬場の

食べ物(1) 

 風の松原(1) 比内大日堂線参道

沿い湧き水（参道

修繕と柵作りが必

要）(1) 

八幡神社(1) えびす舞(1) 雪国の遊び、かまく

ら作り(2) 

落ち葉の肥料作り

(1) 

 矢立峠の杉（日本

三大杉として有名）

(1) 

達子森(1) 大館神明社(1) 鉱山跡等の産業遺

産(1) 

炭（グルメ番組で貴

重品として扱われて

いる）(1) 

漬け物等の食べ物

(1) 

 日代立(1) 湧き水(1) 番楽(1) 小正月(1) 落ち葉を花や木の

肥料に利用(1) 

 

 比内大日堂線参道

沿い湧き水(1) 

米代川の白鳥（昨

年より少なくなった）

(1) 

鉱山跡(1) 行事や儀式(1)  

 明神がけの風景

（紅葉）(1) 

浅利氏史跡のお茶

の水井戸（上屋整

備と井戸の蓋が必

要）(1) 

獅子踊り(1) 伝統芸能（今は伝

承中だが、今後が

心配）(1) 

 

 長走の風穴(1) 横沢(1) 祠やお地蔵さん(1)  

 十ノ瀬山(1)  盆踊り(1)  

 浅利氏史跡のお茶

の水井戸(1) 

 伝統芸能(1)  
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④北秋田市 
集落名 自然 歴史 生活文化 

 残っているもの なくなってしまったも

の・なくなりつつある

もの 

残っているもの なくなってしまったも

の・なくなりつつある

もの 

残っているもの なくなってしまった

もの・なくなりつつあ

るもの 

川井 森吉山の眺め(1) 雑木林（杉の人工

林が多くなった）(1) 

合川神明社祭典、

御輿(2) 

神楽、獅子踊り、太

鼓（戦後まであった

が、その後、道具も

行事もなくなった）

(1) 

山菜、きのこ採り(2) 川魚捕り(1) 

 大野台の沼、湿原

(1) 

根田にあった川のト

メ（魚捕りや水泳が

できた。今は揚水ポ

ンプで灌漑してい

る）(1) 

  雪国の遊び（ソリ、

スキー、雪像作り）

(1) 

野焼き（勝手に物を

燃やせない）(1) 

 田園の風景(1) 田園の風景（減反

で緑一色ではなく

なった）(1) 

  雪遊び(1) 

  魚捕り（用排水路が

コンクリートになった

ため）(1) 

  生活用具の工夫(1)

市川井

字鳥屋

沢 

 青々とした田園風

景(1) 

昔からの祭り(1) 漬け物など冬場の

食べ物(1) 

山の枯れ枝の薪と

しての利用(1) 

  大野台の放牧場(1) ねぶ流しの太鼓・笛

(1) 

山菜やきのこ採り

(1) 

炭焼き(1) 

    縄づくり(1) 

小又 森吉山のブナの原

生林(4) 

田園の風景(2) 阿仁前田獅子踊り

(8) 

鳥追い(2) 山菜やきのこ採り

(7) 

雪国の遊び(2) 

 阿仁川の清流(3) 魚の豊富な川(2) 庄司家(2) 小正月、旧正月(2) 漬け物(5) 茅葺き屋根(2) 

 小又風穴(3) 雑木林(2) 上杉駒踊り、大名

行列、奴っ子踊り

(1) 

 またぎ(2) 炭焼き(2) 

 森吉山の眺め(2) 阿仁川の巨石（鮎

の居場所）(1) 

神社（新築）、祭り

(1) 

川魚(2) 縄づくり（2) 

 ノロ川の渓谷(2) 山菜山（森吉山ダ

ム建設により山菜

採りが出来なくなっ

た）(1) 

五味の餅つき踊り

(1) 

鰰寿司(2) 獣などを食する(1)

 上杉八幡神社の周

りの風景(1) 

奥地の田園風景

（ダム）(1) 

七夕火祭り(1)  各家庭で作った餅

つき(1) 

 冷水の風穴(1) 稲のはさがけ(1)  子供時分の遊び(1)

 田園の風景(1) 沢ガニのいた沢水

(1) 

 薪ストーブ(1) 

  内陸線(1)  薪(1) 

  川魚の漁法(1)  竹や木を使った生

活用具(1) 

木戸石 溜池を守る森林（大

野台ハイランド周

辺）(1) 

川の中にいたメダ

カ、ヤマメ、ナタゴ

(1) 

祭典の余興で舞台

を作って祝った歌

や踊り（入植７０年

の集落であり特に

芸能・文化は昔から

無かった様な感じ

ではある）(1) 

 山菜やきのこ採り

(1) 

草や落ち葉を堆肥

として利用(1) 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

木戸石   神社(1) 漬け物(1) 下肥（糞尿）を肥料

としてや温床作りの

発熱剤として使用

(1) 

   入植記念石碑(1)  縄づくり(1) 

    干し餅(1) 

田中  ホタルの飛んでい

た川（河川改修の

ため）(1) 

神社、大平山、相

善様(1) 

漬け物など冬場の

食べ物(1) 

茅葺き屋根の葺き

替え（現在はトタン

が普及している）(1)

  佐戸岱の堤（農業

基盤整備のため）

(1) 

  

七日市 上舟木風景林(1) 神社塀からの巨木

(1) 

長岐邸(4) １月２月小正月行事

(1) 

野菜（キャベツ、白

菜、大根等）の雪の

中での保存(1) 

枯れ枝の薪(1) 

 神明社、３００年杉

(1) 

畑(1) 七日市神明社（北

秋田市七日市）(1)

食文化(1) 漬物冬場の食べ物

(1) 

薪ストーブ用薪。石

油に変わった(1) 

 森吉山の眺めは電

線構造物(1) 

秋田杉。植林に興

味がなくなってきて

いる(1) 

獅子踊り(1) 獅子踊り(3) 漬物(2) 野ウサギ外食など

(1) 

 昔の採草地の水の

み場(1) 

 神社（建物）(4) 先代が残した堰松

水跡(1) 

山菜(3) 炭焼き(3) 石油に

変わった 

 集落内の自然水の

確保 場の管理(1) 

 百姓が使用した土

器(1) 

山菜、きのこ(1) スキー。スキー場が

少ない(1) 

 川(1)  ワラ加工品(1) 野やき(1) 

 小猿部川(1)   縄づくり(1) 

 山林(1)   川魚(1) 

 田(1)   

阿仁銀

山 

周囲の山々(1) 露熊七面神社の景

観及び公園(1) 

神明社祭典(2) 神明社の祭典の神

楽（後継者が少なく

自分達で終わりそ

う）(1) 

山菜、きのこ採り(2) 松茸採り（管理組合

が出来て入山禁止

になったが組合が

破綻している間に

採れなくなりつつあ

る）(1) 

 湧き水の井戸(1) 井戸水所（町内随

所にあった）(1) 

神楽舞（銀山祭典

の和合会）(1) 

銀山神明社祭典の

仮装行列(1) 

冬季の野菜類の土

中保存(1) 

馬ゾリ、箱ゾリ、竹ス

キー、自作ソリ(1) 

 安の滝(1) 阿仁本流の流域

（人工河川になっ

た）(1) 

神社の祭典、神

楽、神輿(1) 

極印沢稲荷神社

（鉱山ゆかりのもの）

(1) 

大根の寒漬（糠漬、

ナタ漬）(1) 

洪水時の流木を拾

得しての薪（冬季燃

料）の確保(1) 

 阿仁川(1) 河川の砂地状の川

原(1) 

向山奥地にある岩

壁の観音様(1) 

ＪＲ時代のＳＬ、転車

台等の施設(1) 

雪だるま、かまくら

作り(1) 

薪拾い(1) 

 桃桐佐渡杉（天然

記念物）(1) 

ブナ、楢の林(1) 異人館(1) 選鉱場(1)  堆肥(1) 

 渓流(1) 棚田状（小規模）の

田地風景(1) 

阿仁鉱山山神社

（郷社、日本三大鉱

山）(1) 

鉱山跡、友子家墓

(1) 

 雪合戦（少なくなっ

た）(1) 

 銀山神明社、寺(1)  大阪御影石による

石造物(1) 

鉱山時代の山の墓

や神仏等(1) 

 薪小屋（薪や石炭

がなくなり小屋も不

要になった）(1) 

 清流河川(1)   エンツコ(1) 

 森吉山(1)   ケチゾリ滑り(1) 

浦田 森吉山の自然(3) 農地（荒れ放題）(1) 獅子踊り(5) (佐竹

公の国替え時の道

中芸がはじまり？）

旧正月、小正月(2) 山菜、きのこ採り(4) 炭焼き(3) 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

浦田 里山の保全(2) 四十八滝（桂瀬地

内、近くに採石場が

あり今後が心配）(1) 

祭り(2) 古い民家(2) 漬け物、冬場の食

べ物(4) 

薪の利用(3) 

 阿仁川清流(2) 森吉山のブナ岱(1) 神社やお寺(1) 鳥追い行事(1) 川魚(3) 茅葺き屋根(1) 

 奥阿仁の自然（安

の滝、幸兵衛の滝、

ノロ川周辺等）(1) 

川の風流(1) 浦田神社の例大祭

(1) 

奥羽無煙炭鉱（電

化とも言われた）の

選炭場、鉄索荷車

への積み出し施設

等(1) 

 藁（田は結構ある

が、刈り取りはコン

バインで細かく裁断

してしまう）(1) 

 近くの雑木林(1) 田圃の風景（転作

田（不耕作地）の有

効活用がなされて

いない）(1) 

万灯日(1) さなぶり運動会。周

辺集落と合同の田

植え終了後の行事

であったが、集落営

農等による個人農

家の減少や参加者

の減による(1) 

 山の柴の畑での使

用(1) 

 穴稲荷様(人工洞

穴の稲荷神社）(1) 

ホタルの飛び交う風

景(1) 

どんと祭り、祭典奉

納相撲(1) 

 井戸水(水道の普

及と自然埋没？）

(1) 

 湯場の浴場(1) 自然が活かされた

道路作り(1) 

神社祭典奉納相撲

（古武に則った手順

と運営）(1) 

  冬季の燃料確保の

ための集落一斉の

薪出し作業(1) 

 大蛇鼻の風景(1) 阿仁川での水遊び

（ゴミ等で安全が確

保されなくなった）

(1) 

各種祭典事業の実

施（稲荷様、金比羅

様、愛宕様）(1) 

  

  蟹のいる小川(1) 鳥追いと虫祭（五穀

豊穣祈願）(1) 

  

栄 森吉山の眺め(2) 田園の風景(3) 太田番楽(7) 水車小屋(1) 山菜、きのこ採り(3) 野焼き(3) 

 田園の風景(1) 神社境内の杉、欅

の巨木（台風により

倒木）(1) 

神社(1) 神社奉綱祭(1) 太田牛蒡(1) 炭焼き(2) 

 近くの雑木林(1) 太田堰（コンクリート

堰になってしまっ

た）(1) 

厄払い(1) 地域の盆踊り(1) 川魚(1) 薪の利用(2) 

 十の瀬、田代岳の

眺め(1) 

泥鰌、貝(1) 墓地内の延命地蔵

様(1) 

小正月(1) 漬け物(1) 縄づくり(2) 

 米代川の鴨達(1) 鷹巣堰（用水路で

あったものが排水

路になってしまっ

た）(1) 

 青年会活動(1) 雪国の遊び(1) 山の柴の畑での使

用(1) 

  はちまき山の自然

(1) 

雪中田植(1)  水田の灌漑水を早

口川より引水（現在

は米代川よりポンプ

により引水）(1) 

  トンボ、ホタル(1) 七夕(1)  

上杉 ４ヶ所ある堤（開田

へ給水）(1) 

 駒踊り(1) 若者達が少なくなっ

た(1) 

 

下杉 田圃の風景（当地

の風景に農村地域

としての特別なこだ

わり）(1) 

川の清流（昔のよう

な青々とした水の流

れが取り戻せないも

のか）(1) 

神社（祭典、除夜

祭、新年祭）(1) 

 山の枯れ枝や落ち

葉の利用(1) 

川遊び、山遊び、

雪遊びなど、自然

を利用した子供の

遊び（子供の数が

減少）(1) 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

下杉 大野台という広大な

平地（原野）(1) 

 祭り（太鼓）(1) 山菜やきのこ採り、

漬け物などの食文

化(1) 

川遊び、山遊び、

雪遊びなど、自然

を利用した子供の

遊び（子供の数が

減少）(1) 

 森吉山の眺めや四

季折々の自然の景

色の美しさ(1) 

 ねぶた流し行列（７

月上旬、太鼓、笛）

(1) 

  

旧森吉

町 

四十八滝(1)  獅子踊り（毎年８月

１３日）(1) 

鳥追い行事(1) 部落の山の馬道払い（草刈り）(1) 

五味堀 田圃の風景(3) 阿仁川の自然(4) 餅つき踊り(5) 旧正月、小正月(3) 山菜やきのこ採り

(3) 

川魚捕り(3) 

 ノロ川渓谷(2) 近くの雑木林(1) 秋祭りの青年団の

奉納相撲(4) 

子供会による集落

の火の用心(1) 

漬け物など冬場の

食べ物(3) 

炭焼き(2) 

 天然トウドウ杉(1) 山の畑（藪になっ

た）(1) 

神社、神明社の祭

り（春祭、秋祭）(2)

獅子踊り(1) 山の柴の利用（野

菜作り、箒作り）(2) 

野の草刈り、牛馬を

飼っての堆肥作り

(2) 

 小又狭(1) 草地（馬牛等がい

なくなり、森林となっ

た）(1) 

菩薩堂(2) 虫追い祭り(1) 川魚や獣などを食

べる(1) 

茅葺き屋根(1) 

 阿仁川の清流(1) 山菜（秋田杉造林

により）(1) 

阿仁前田小作争議

の戦士「可児義雄」

の碑(1) 

彼岸中日（子供達と

のまとび行事）(1) 

自家用薪採取(1) 縄づくり(1) 

 森吉山神社(1) 河川における子供

達の遊び(1) 

集落神社(2) 鳥追い(1) 干し餅作り 子供達が遊べる場

所（阿仁川の護岸

工事のため）(1) 

 山の畑(1) 森吉山の山野草

（根こそぎ掘られて

いる）(1) 

森吉山麓七夕火祭

り(1) 

稲藁利用の縄作り

(1) 

箱ゾリ(1) 

 四季の森吉山(1) 春の地焼き(1) 阿仁前田獅子踊り

(1) 

田圃の藁や落ち葉

を畑の肥料に利用 

野焼き(1) 

 国見義雄の石碑(1) 子供達の農業に対

する情熱(1) 

七夕祭り（７月６日、

青年団、子供会）

(1) 

  稲藁を利用しての

冬期利用作品(1) 

 杉の植林、保育事

業等（部落、集落の

事業として）(1) 

茅葺き屋根の家、

茅場(1) 

 馬に食べさせる草

(1) 

 集落神社(1)   

 化粧回しで土俵入

り（神社秋祭り相撲

大会）(1) 

  

 太平湖(1)   

 秋祭りの奉納相撲

(1) 

  

 山の作業道の整備

（部落行事として青

年団主体で村民総

出で行っている）(1) 

   

 森吉山(1)   

 田圃周辺のホタル

(1) 

  

今泉 薬師山スキー場(2) 七座小中学校跡地

(2) 

駒踊り(2) 相善様、弁天様祭

り(1) 

夜の火の用心見回

り(1) 

集落の協同作業(1)

 大堤沼(2) 米代川清流域(1) 神明社祭典(1) 山菜、きのこ採り(1) 青年会(1) 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

今泉 ●●深山からの飲

料水で生活してい

る事(山からのわき

水）(1) 

油の採掘跡がある

(1) 

神社(1)  外で遊ぶ子供等が

いなくなり、冬のそり

等で遊びがない(1)

 今泉の歴史遺産(1) 減反による農地が

荒れ放題となり利用

不可能となってきた

(1) 

当部落では野採の

きうりの植付ができ

ない(1) 

  

  手入れの良い里山

(1) 

史跡(1)  

新田目 欅並木（３集落に連

なる）(1) 

欅並木（平成３年の

台風で数十本が倒

れた）(1) 

駒踊り（川井村、李

岱）、大名行列（上

杉村）、獅子舞（福

田村）(1) 

かほど神札(1) 野菜の漬け物(1) 

 森吉山の眺め(1) 大野台の自然(1) 祭典（神輿）(1) まとび（墓前での藁

焚き）(1) 

山菜、きのこ採り(1) 

 アオヤジロ（大内沢

国有林内李岱羽

立、八幡岱新田）

(1) 

 板碑（延慶）(1) 川魚捕り(1) 

   厄払い(1)  

   まとび（旧合川町地

域）(1) 

 

綴子 森吉山の眺め(1) 池沼、清流(1) 大平山(3) 古い民家(1) 漬け物、冬場の食

べ物(3） 

野焼き(2) 

 七座山の天然林(1)  厄払い(2) 部落の祭り（お盆に

部落であった楽し

み芸能がなくなっ

た）(1) 

山菜、きのこ採り(2) 注連縄、藁細工づ

くり(2) 

 米代川(1)  祭典、子供会、御

神輿の巡行（２） 

 共有林の雑木を薪

として利用(1) 

茅葺き屋根(1) 

 綴子大太鼓(1)  神社(2) 魚（堤の水を３年毎

に空にして魚を分

け合う）(1) 

炭焼き（昔は炭焼き

をしていたと聞い

た）(1) 

 開ノ沢の堤(1)  綴子大太鼓(1) 稲藁、籾殻の利用

（肥料）(1) 

冬場の箱ソリ(1) 

   熊野神社(1)  米代川の鮎や鱒

（食料としていた

が、漁協が出来て

自由に捕れなくなっ

た）(1) 

   年賀祭、春祈祷

祭、厄払い、長寿

祝う会(1) 

  山草を刈って田畑

に利用(1) 

   雪中田植(1)  雪国の遊び(1) 

   唐神様(1)  集落周辺の川原

（米代川上流の川

砂利採取のため。

集落の親水空間が

なくなった）(1) 

 
 
 



 144
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米内沢 桂瀬から上舟木に

通じる県道沿いの

雑木林（幼い頃の

風景を思い出す）

(1) 

大野岱のきのこ採り

等（松が全然無くな

り、全くと言ってい

いほど採れなくなっ

た。牧場等に転地）

(1) 

獅子踊り(5) 山々（少子化で、中

３男子だけでは継

続できなくなり、女

子も参加させてい

る）(1) 

山菜、きのこ採り(3) 縄づくり（現代では

あまり使われない）

(1) 

 倉ノ山(1) 二本松公園(1) 餅つき踊り(2) 水車小屋（米内沢

大町、今は跡形もな

く民家が建ってい

る。後継者がいなく

なった）(1) 

川魚(2) 枯れ枝の薪（囲炉

裏もない家が多く、

薪ストーブの家も殆

ど見られない）(1) 

 森吉山の自然（県

立森吉山自然公

園）(1) 

阿仁川の「ハネ網

漁」ウ縄が作れない

（河岸に柳の木が

皆無に近い）(1) 

サギサギ(2) 冬場の漬け物や鰰

寿司（生活と切り離

せない）(1) 

山菜やきのこ（いず

れなくなるだろう）(1)

 阿仁川での親子の

鰍捕り（こんな光景

が続く日本を残した

い）(1) 

旧米内沢小学校の

大桜木(1) 

轟々（やまやま） 野焼き（火事の心

配もあるが懐かしい

感じがする）(1) 

川魚（いずれなくな

るだろう）(1) 

 米内沢スキー場（農

村広場）(1) 

ノロ川牧場のブナ

林(1) 

祭り（山々（少年の

学問の祭り））(1) 

 獣(1) 獣（いずれなくなる

だろう）(1) 

 米内澤松栄の桜並

木（国道２８５号開

拓時代からの苦労

が実を結んだもの。

素晴らしい財産だと

思う）(1) 

阿仁川の白鳥（飛

来数が大変少なく

なった。川の魚も少

なく餌が足りないの

か）(1) 

   

 阿仁川を含む森吉

山の眺め（米内沢、

石坂よりの眺め）(1) 

雑木林(1)  

本城 本城八幡神社境内

の親杉(3) 

山道の管理不可(1) 獅子踊り(5) 獅子踊り(2) 漬け物など冬場の

食べ物(4) 

炭焼き(3) 

 森吉山の眺め(2) 城跡(1) 神社やお寺（本城

神社、浄福寺など）

(5) 

旧正月 山菜、きのこ採り(3) 茅葺き屋根の葺き

替え(2) 

 近くの雑木林、森、

道(2) 

沼、池(1) 北秋田市本城(2) 茅葺き屋根（古い民

家） 

川魚(2) 薪（暖房用、石油に

変わった）(1) 

 阿仁川の清流、白

鳥(2) 

茅場(1) 金和彦家住宅洋館

（2) 

万灯火 縄づくり(2) 入り野地の地焼き

（４０年前）(1) 

 烏帽子峠(1)  歴史ある洋風建築

（指定文化財）(1) 

  農耕用牛馬（機械

作業になった）(1) 

 ノロ川の渓谷(1)  お盆のアッコ踊り戸

田の棒術(1) 

  藁加工（縄、俵、冬

囲い、雪納豆作り）

(1) 

 金和参宅（文化庁

指定）(1) 

 疣を治すと言われ

ているお堂(1) 

  落ち葉の利用(1) 

   奴踊り（伝統芸能）

(1) 

 

   祭り（地区の最大行

事）(1) 

 

脇神 鷹巣中央公園(4) 茅場の風景(2) 田守神社、祭典(5) 駒踊り(2) 山菜、きのこ採り(4) 馬ソリ運材(2) 

 小猿部川(3) 実の成る木(1) 春祈祷(2) 厄払い(2) 縄づくり(3) 俵編み、縄づくり

（2） 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

脇神 田園の風景(3) 馬頭観音神社白馬

（昭和２０年代には

まつられていて、今

も古い石碑や伝説

が残る。１０年位前

から再建を進めてき

たが実現されてい

ない）(1) 

各種の祠や石碑等

(2) 

古い民家(2) 漬け物(2) 雪国の遊び(1) 

 実の成る木(1) 中央公園白鳥広場

(1) 

集落の神社（堂ヶ

岱田守神社）(1) 

奴踊り(1) 野菜の雪中貯蔵(1) 茅刈場、野焼き(1)

 森吉山の眺め、北

空港から見た大洲

盆地と山々(1) 

水遊びができる川

(1) 

水田用の堰（囲ノ内

～川戸沼、江戸年

間渡辺斧松氏が作

る）(1) 

祭り(1) 川魚（鯉、鮒）(1) 川魚などの収穫(1)

 白鳥(1) 湧き水（あまり利用

されていない。手入

れが必要）(1) 

用水池（中央公園、

中堤）(1) 

お不動様(1) 自家製きのこの栽

培(1) 

枯れ枝等（灯油な

どの使用で不要に

なった）(1) 

   馬頭観音(1) 落ち葉（家庭園芸

用、畑の堆肥）(1) 

ジャガキ(1) 

集落名

不明 

雑木林（広葉樹）(1) 人馬一体の生活(2) 獅子舞(3) 湧き水(1) 漬け物など冬場の

食べ物(3) 

野焼き(2) 

 神社の杉(1) 山菜やきのこ（杉の

植林のため希少に

なってきている）(1) 

番楽(2) 旧正月(1) 薪（石油を使うので

不要）(1) 

小川の魚捕り(1) 

 山菜、きのこ等(1) 田圃の風景（はさが

け等）(1) 

奴踊り(1) 盆踊り(1) 餅つき(1) 味噌づくり（加工業

者に豆を持ってい

って作ってもらって

る）(1) 

 米代川河川敷の風

景（東小学校前に

水辺の公園が出来

ている）(1) 

湧き水(1) 太田神明社、摩当

八幡神社(1) 

正月参り(1) 草刈りをして堆肥と

して利用（野山、畑

のあぜ）(1) 

子供同士の遊び(1)

 阿仁川の清流(1) 古くなった神社の

杉、欅（台風１９号

で倒木）(1) 

合川マトビ(1) さなぶり行事(1) 山菜やきのこ(1) 木を使った生活用

具（プラスチック等

の普及でなくなっ

た）(1) 

 森吉山の眺め(1) 砂利道(1) 太鼓の伝統芸能(1) 七夕祭り(1) 注連縄づくり(1) 落葉の肥料(1) 

 集落内の一番古い

オンコの木（２５０年

以上）(1) 

川魚、鱒、鮭、ヤツ

メ、ドジョウ、鯰（水

量が少なく夏場渇

水になり魚が棲め

ない）(1) 

注連縄づくり(1) 味噌づくり（大豆を

生産）(1) 

 家周辺の林(1) 茅葺きの家(1) お乳の出る地蔵さ

ん（太田墓地内）(1)

 がっこ(1) 

 川魚、鱒、鮭、八目

鰻、泥鰌、鯰(1) 

 猿倉人形芝居(1)  

 太田神明社境内、

摩当八幡神社境内

（神社の周りは杉や

雑木が茂り地域の

人達で守っている）

(1) 

 祭典(1)  

 白津山の眺め(1)   

 小川(1)   
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⑤上小阿仁村 
集落名 自然 歴史 生活文化 

 残っているもの なくなってしまった

もの・なくなりつつあ

るもの 

残っているもの なくなってしまった

もの・なくなりつつあ

るもの 

残っているもの なくなってしまった

もの・なくなりつつあ

るもの 

大林 コザ杉、コブ杉、杉

(3) 

雑木林（水害や土

砂崩れなどで大分

変わった）(1) 

獅子踊り、大林獅

子踊り(6) 

獅子踊り（後継ぐ人

が少なくなってきて

ます）(1) 

漬け物(4) 野焼き（部落有地、

個人に分け植林し

た）(1) 

 神社下の山からの

湧き水、水(2) 

川の流れ(1) 祭り、春祭り(2) 祭典のお神輿(1) 腐葉土(1) 山菜やきのこの塩

漬け（今は缶詰に

変わりなくなりつつ

あるけれど、少しな

がら残ってます）(1)

 神社の銀杏の木(2) 開墾で作られた畑

(1) 

万灯火(1) 小正月(1) 春作業、蜜作り(1) 縄づくり(1) 

 雑木林(1)  彼岸の送り念仏(1) 鳥追い(1)  藁仕事(1) 

 巨木(1)  唐松唐(1)  炭焼き(1) 

    犬、兎を食する(1)

 
⑥能代市 

集落名 自然 歴史 生活文化 

 残っているもの なくなってしまったも

の・なくなりつつある

もの 

残っているもの なくなってしまったも

の・なくなりつつある

もの 

残っているもの なくなってしまった

もの・なくなりつつあ

るもの 

鶴形 茂谷山頂上からの

眺め(1) 

金比羅神社（寂れ

てしまって残念）(1) 

佐々楽、鶴形の

佐々楽(2) 

金比羅神社（2） 鰰寿司(1) 兎、鴨等の肉（食べ

られなくなった）(1)

 鶴形の茂谷山(1)  鶴形の釣潟神社(2) 山菜やきのこ(1) 

 羽州街道(1)  鶴形の海蔵寺(1) 川魚（数人ではある

が捕っている人が

いる）(1) 

 

   金比羅神社(1) 蕎麦畑での利用(1) 

能代町 中川原堤防上から

森吉山、白神山

地、米代川の眺め

(1) 

畑地が虫食い状態

（田園風景が少なく

なっている）(1) 

  川魚（河川の汚染

によって）(1) 

 米代川(1)   

 遠くに見える白神

山地(1) 

  

羽立 湧き水(1) 天然杉の巨木(1) 佐々楽(1) 古い民家(1) 漬け物など冬場の

食べ物(1) 

野焼き(1) 

  田圃の風景（減反

のため原野化した）

(1) 

祭り(1) 山菜やきのこ(1) 小魚、獣などを食

する(1) 

   祠や地蔵さん(1)  

桧山 田圃の風景(1) 草刈山（牛馬がい

なくなった）(1) 

祭り(2) 青年会の山神（自

然消滅）(1) 

雑木の薪利用(1) 雑木の薪利用（新

しいエネルギーによ

る）(1) 

 天然杉の巨木（滝ノ

沢国有林）(1) 

天然杉林(1) 佐々楽(1) 古い民家(1) 山菜やきのこ(1) きのこ（食中毒発

生）(1) 

 桧山の城跡(1) 広葉樹林(1) 伝統芸能(1) 鉱山跡（洞窟だけ）

(1) 

竹や木を使った生

活(1) 

竹や木を使った生

活（化学製品の出

現）(1) 

 人工林秋田杉（国

有林、団体・個人

林）(1) 

冷泉（昔から伝説が

ある傷湯）(1) 

八幡神社、古い民

家、羽立佐々楽、

奴踊り(1) 

婦人会の唐松様

（後継者不足）(1) 

漬け物など冬場の

食べ物(1) 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

桧山 杉や雑木林(1)  神社やお寺(1)  

 依神様からの眺望

（周囲に雑木林有

り。三種町眺められ

る）(1) 

   

母体 神社参道の杉や樅

の木、神社の銀杏

(2) 

雑木林(3) 佐々楽(5) 鳥追い(2) 山菜(2) 炭焼き(3) 

 集落から見える自

治会所有の雑木林

(1) 

天然杉(2) 古い茅葺きの民家

(2) 

春彼岸のジンジョ焼

き、彼岸の送り火(2)

漬け物(1) 野焼き(2) 

 北限の樅(1) 青年会の集い（山

神）(1) 

神社、薬師神社（建

物とお祭り）(2) 

山の神の行事（１５

～２５才の若い者が

山の神に米・魚を

供えた。昭和末まで

あった）(1) 

 薪（一部残っている

が、石油に変わって

きた）(1) 

 清流(1) 鰍やヤマメ等の川

魚（護岸工事のた

め著しく減少）(1) 

 子供行事（彼岸行

事等）(1) 

 獣などを食する(1)

 里山の風景（田圃、

山、水路等）(1) 

  

 種まき桜(1)   

下野 桜の木(1)  祭り(1) 薪の利用(1) 

   厄払い(1) 山菜やきのこ(1) 

   漬け物(1) 

常盤 毘沙門沼、毘沙門

の森の景観(5) 

彼岸の万灯火(1) 神社、毘沙門神社

(5) 

縄文遺跡（新明岱

遺跡、小館遺跡(1)

山菜やきのこ(4) 野焼き(3) 

 大柄の滝(4) 常盤岳の原生林(1) 祭り(2) 古い民家(1) 炭焼き(3) 縄づくり(4) 

 常盤川の渓谷、清

流(2) 

集落の茅刈り場（今

は集落杉林として

手入をれしている）

(1) 

厄払い(1) 季忌宮神社（社屋

は昭和３０年迄森の

越に在った）(1) 

川魚、小魚(3) 茅葺き屋根(3) 

 白神山地の眺め(1) 常盤川の蛇行（深

い所がなくなった、

魚が育たない）(1) 

毘沙門沼（歴史的

堰）(1) 

保育園、中学校校

舎（分校）(1) 

漬け物(1) 竹や木を使った生

活用具(2) 

  雑木林(1) 旧常盤村立山谷小

学校校舎（市公民

館山谷分館）(1) 

小正月(1) 炭窯(1) 

  湧き水(1) 「馬頭観音」相善様

祠（高森下に在った

石は亀台に合祀）

(1) 

小学校校舎（現公

民館）(1) 

薪の利用(1) 

   小学校跡(1) 厄払い(1)  

   神楽(1)  

扇田 米代川、米代川の

清流、魚類、水鳥

(4) 

田園の風景(5) 佐々楽、常州下御

供佐々楽、道地

佐々楽(10) 

番楽(4) 漬け物など冬場の

食べ物(3) 

薪の利用(2) 

 田園の風景(2) 米代川の筏下り(1) 神社やお寺、開道

神社(5) 

郷土芸能(1) 山菜採り（2） 川漁師(1) 

 白神山地の眺め(2) 桧山川の自然(1) 鳥追い(4) 土蔵、米倉（老朽化

のため残り少なくな

った）(1) 

鰰寿司(1) 茅葺き屋根の葺き

替え(1) 

 開道神社の欅(2) 鮎や八目鰻(1) 祭り(1) 常州下御供佐々楽

（後継者が少なくな

ってきた）(1) 

旧家の庭木(1) 米代川の八目鰻(1)
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集落名 自然 歴史 生活文化 

扇田 小友沼、小友沼の

野鳥、山野草(2) 

河川・水路の小魚

(1) 

百萬遍(1) 春彼岸の送り火(1) 雪国の遊び(1) 炭焼き(1) 

 桧山川(1)  茅や蘆で編む庭木

の雪囲用の簾を作

る人(1) 

 藁づくり(1) 

 神社の古木(1)  開道神社（老朽化

が進み早急に修復

が必要）(1) 

 桧山川での釣り(1)

    川遊び(1) 

    冬の遊び(1) 

    鰰寿司、沢庵等の

漬け物(1) 

竹生 田園、田畑の風景

(2) 

海岸の砂浜（1) 神社、菅原神社(5) 佐々楽(3) 漬け物（1) 茅葺き屋根（1) 

 白神山地の眺め(2) 小川（1) 石碑（1) 竹生奴（伝承してい

く人材が少なくなっ

た）（1) 

 

  砂防林（砂取場、松

食い虫被害）（1) 

  

中川原 風の松原(3) 田園の風景（1) 能代七夕祭り(4) 古い民家（1) 川魚、八目鰻(2) 雪国の遊び(2) 

 米代川、米代川の

風景(2) 

米代川水浴場（河

川改修により単なる

流水路になってしま

い、危険で川原に

は行けなくなった）

（1) 

日吉神社祭り（1) 鰰寿司（1) 薪の利用（石油に

なった）（1) 

 米代川、中川原堤

防上から眺める白

神山地（1) 

野原（ヤブや林、宅

地になってしまっ

た）（1) 

金勇の天杉の部屋

（1) 

 野焼き（化学肥料

になった）（1) 

 桧山川運河（1) 桧山川運河の原形

（市民の下水排水

場になってしまっ

た）（1) 

八幡神社祭り（1)  

 小友沼（1) 元の第一保育所の

桜の木（２年位前、

気付いたらなかっ

た）（1) 

中ノ申（嫁見祭り）

（1) 

 

  畑（大型農地やハ

ウスになってしまっ

た）（1) 

  

天内 部落有林の雑木林

（1) 

沢ガニ（1) 白岩神社(4) 駒踊り、天内駒踊り

(3) 

山菜やきのこ(2) 川魚（1) 

 天内自治会所有の

山林（1) 

林道脇の湧き水（1) 祭典(2) 奴踊り(2) 神社等へ奉納する

注連縄づくり（1) 

通称テツジョーブと

いう冬の遊び（1) 

 上野台からの米代

川（1) 

放牧地として利用さ

れた跡地（今は全く

利用されていない）

（1) 

頌徳碑(2) 旧正月の神社参拝

(2) 

集落総出での山林

作業（毎年２回春秋

除伐採、各家庭１

名）（1) 

各年毎に薪山分配

（山林保護）（1) 

 里山（清流）、田圃

の風景（1) 

 天内駒踊り(2) 愛駒神社（今はほと

んど利用していない

が、ぜひ残しておき

たい建物）（1) 

薪山（雑木林、現在

も１３～１５名の方々

が利用している）（1) 

薪（石油使用のた

め、利用する人が

減っているのが現

況）（1） 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

天内 上野イセキ跡地か

らの眺め（1) 

 奴踊り(1) 集落総出での道路

整備作業（毎年１回

春、各家庭１名）（1) 

 

 上野台からの白神

二系（1) 

 漬け物（自給自足

の保存食）（1) 

 

 薪山（炭焼き）、雑

木林（1) 

 雑木の薪としての

利用（1) 

 市川堰の田園風景

（1) 

  

 天然杉（樹齢１００

年）（1) 

  

二ツ井

町 

七座山の原生林(9) 湧き水(2) 神社やお寺、梅林

寺、高岩神社、岩

関神社、小掛山神

社、天神社（旧営林

署宿泊施設）(7) 

天神社（能代市所

有）（1) 

漬け物など冬場の

食べ物(8) 

茅葺き、茅葺き職

人(4) 

 米代川の白鳥、鮎

釣り、風景(8) 

きみまち坂公園の

野草、山百合(2) 

岩関神社の祭典(1) 茅葺き屋根（1) 山菜やきのこ採り

(7) 

炭焼き(6) 

 天然杉の巨木、水

沢の天然杉（5) 

天神荘（1) 佐々楽、小掛佐々

楽(5) 

荷揚場の精錬所

（1) 

川魚(3) 縄づくり(3) 

 田圃の風景（1) 二ツ井高校脇の堰

に舞うホタルの群舞

（現在は数匹になっ

た）（1) 

鐘道様(3) 公園、神社での角

力大会（1) 

落ち葉の肥料として

の利用(3) 

 

 きみまち坂の桜（2) 茅場の風景（最近

は使われなくなった

ので杉林に変わっ

た）（1) 

盆踊り（奴、駒踊り、

獅子舞）(4) 

子供七夕行事（子

供の減少）（1) 

食物の残り物（皮、

残飯など）を肥料と

して利用（1) 

干し餅作り(3) 

 畑の位置やあった

場所（1) 

畑（地域住民の老

齢化で畑を耕す人

が少なくなったた

め）（1) 

郷土芸能(2) 敦山のあだご、林

（1) 

薪（雑木や杉の間

伐でとる）（1) 

藁で作る日用品

（草鞋等）（1) 

 高岩神社（1) 近くの雑木林（杉の

植林で極端に少な

くなっている）（1) 

祭り(2) 天神荘（1) 竹や木の生活用具

（1) 

山の枯れ枝の薪と

しての利用（1) 

 小掛の不動滝（1) 沢ガニ（農薬のせ

い）（1) 

旧正月の高岩山へ

の裸参り（1) 

青年団の盆踊り（1) 縄づくり（1) 茅山（1) 

 梅内神社の杉（1) 川（汚水や生ゴミが

流れていた）（1) 

しょき様（1) 棒術、祭典の舞台

（1) 

沢水や湧き水（1) 蔓で作った買い物

篭、背負い篭（1) 

 川や用水路（ホタ

ル）（1) 

種梅川の水量（1) 清徳寺（1) トロッコ（キドーシ

ャ、丸太の運搬と奥

地に住む人達の

足）（1) 

干し柿（1) ソリ出し運材（木材

や薪、雪を利用し

た）（1) 

 舗装されない道路

（1) 

各地区の清流（1) 山の神（山仕事に

たずさわる人が近く

にいない）（1) 

薪ストーブ（1) 茅場、採草地（1) 

 魚の住める川（1) 八郎潟の水質（1) 祭りの神輿かつぎ

（1) 

 獣などの食物（1) 

 三社堂からの眺望

（1) 

自然の美しさ（1) 二十日盆まいり（1)  川の汚れがひどくて

川魚を食べなくなっ

た（1) 

 清徳寺のいちょうの

木（1) 

  薪ストーブの使用

（1) 

    子供たちがかまくら

等を作らなくなった

（1） 



 150

 
集落名 自然 歴史 生活文化 

二ツ井

町 

   千振(薬草)家畜が

いなくなり草刈等を

しなくなった為（1) 

鰔渕 白神山景観（1)  道地の佐々楽（2)  

 田圃に白鳥が来る

環境（1) 

  

 小友沼の自然（1)   

 米代川の白鳥、青

鷺(2) 

文化（1) 佐々楽(2) 旧正月（1)  

 ソキ様（1)  祭り(2) 厄払い（1)  

集落名

不明 

七座山の原生林

（1) 

 獅子踊り（1)  

 米代川の堤防から

見える白神山（1) 

 太鼓（1)  

 山神社（1)  自治会の新年会

（1) 

 

 天然杉の巨木（1)   

 
⑦藤里町 

集落名 自然 歴史 生活文化 

 残っているもの なくなってしまった

もの・なくなりつつあ

るもの 

残っているもの なくなってしまった

もの・なくなりつつあ

るもの 

残っているもの なくなってしまった

もの・なくなりつつあ

るもの 

大沢 大沢、水上様の大

欅(4) 

茅場の風景(2) 大沢壮士舞(3) 大沢保育所(1) 山菜やきのこ(3) 炭焼き(2) 

 近くの雑木林(1) 街中の水路(1) 大沢盆踊り(2) 芸能保存会(1) 漬け物（2) 雑木林(1) 

 熊野神社のブナの

木(1) 

近くの雑木林（杉林

になっていく）(1) 

祭り、豊年祭り（５月

４日）(2) 

商店(1) 自家製味噌(1) 山菜(1) 

 水神様の水(1)  熊野神社礼、熊野

神社礼大祭(2) 

雑木の薪ストーブ

(1) 

茅葺き屋根(1) 

 湧き水(1)  手踊り(2)  山の雑木を薪として

利用（年々少なくな

っている）(1) 

 東坂の溜池(1)  高岩太鼓（中通り地

区）(1) 

 

   大沢小学校体育館

(1) 

 

鳥谷場 粕毛下地区、真土

地区のホタルのいる

場所(1) 

粕毛川の魚（量が

少なくなっている）、

水（濁り）(1) 

駒踊り、獅子踊り

（藤琴地区）(1) 

山菜やきのこの採

取（山岳地区のた

め盛ん）(1) 

里山、薪の利用（薪

の利用が少なくな

り、里山が管理不

足で荒れてきてい

る）(1) 

 太良渓谷、粕毛川

渓谷、岳岱のブナ

の原生林(1) 

ホタル（各地区で少

なくなっている）(1) 

根城相撲（米田地

区）(1) 

魚釣り（鮎、ヤマメ、

イワナ）(1) 

畑（４０～５０代の人

はあまり畑仕事をせ

ず、荒地になる）(1)

 真名子地区水無し

の湧き水(1) 

 高岩太鼓（中通り地

区）(1) 

野菜（６０～７０歳の

女性は畑を耕し野

菜を作り、漬け物等

を作っている）(1) 

 

粕毛 藤駒岳と白神山地

の風景、白神山地

(2) 

川遊びのできる河

原、きれいな川(4) 

神明社祭典、神明

社の風情(2) 

祭りの神楽や太

鼓、祭りで踊った粕

毛の通り音頭(2) 

山菜やきのこ(2) 茅葺き屋根(2) 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

粕毛 神社(1) 田圃の堰に飛び交

うホタルの姿(1) 

神社、神社やお寺

での祭り(2) 

お祭りの踊り(1) 山の枯れ枝の薪(1) 煮豆等（山や川、畑

等で採れたものに

手を加えて料理す

る事）(1) 

 粕毛川での鮎釣り

の風景(1) 

近くの雑木林（薪の

材料になった）(1) 

七夕祭り(1) 古い民家(1) 正月用蕎麦作り(1) 獣などを食する(1)

 横倉の湧き水(1) ノロ川の渓谷（人が

住まなくなった）(1) 

藁を使った生活用

品（草鞋、靴など）

(1) 

鮎、イワナ等川魚

(1) 

藁製品作り（草鞋、

草履）(1) 

 小公園(1)  太鼓、伝統芸能(1) 山の柴や粗朶の畑

での利用 

薪取り、薪割り(1) 

 鮎の捕れる粕毛川

(1) 

 農作業の結い(1) スキー(1) 雪遊び(1) 

 水無の沼(1)   野焼き(1) 

集落名

不明 

大沢の大欅(1) 粕毛小学校(1) 壮士舞（大沢）(1) 粕毛蕎麦(1) 用の箒の材料を山

に取りに行く（小、

中学生）(1) 

 田中の銀杏（巨木）

(1) 

 駒踊り（藤琴）(1)  

 
⑧三種町 

集落名 自然 歴史 生活文化 

 残っているもの なくなってしまったも

の・なくなりつつある

もの 

残っているもの なくなってしまったも

の・なくなりつつある

もの 

残っているもの なくなってしまった

もの・なくなりつつあ

るもの 

鵜川 海岸(1) 松林（2) 大山家(2) 百萬遍(1) 山菜やきのこ(1) 鰰寿司(1) 

 国道７号線鵜川入

口一本松(1) 

大谷地地区の丸山

(2) 

鳳来院(1) 地区の盆踊り(1) 山菜の塩漬け(1) 炭焼き(2) 

 愛砂公園(1) 鮒の釣り場(1) 町の盆踊り(2) 

（部落には伝統的

な昔の建物はない）

古い民家(1) 漬け物(1) 竹・木・藁を使った

生活道具(1) 

 田圃(1) 八郎潟(1) 稲藁の堆肥づくり

(1) 

縄づくり(1) 

 釜谷浜の海岸(1) 八郎潟の水質（現

状は魚が食べられ

ない。水質をきれい

にして水産業発展

を望む）(1) 

  山の枯れ枝や木を

薪として燃料に使う

(1) 

田圃の堆肥づくり

(1) 

 森吉山、鳥海山の

眺め(1) 

風景（高速道路が

出来て風景が変わ

った）(1) 

  漬け物(1) 

 寒風山の眺め(1)   薪ストーブ(1) 

 大谷地地区の丸山

(1) 

  雪国の遊び(1) 

    川魚（八潟湖の鮒

や鯉は汚くて食べ

られない）(1) 

志戸橋 田園の風景(3) 沢ガニ(1) 番楽、志戸橋番楽

(8) 

（保存会員が子供

達に継承している）

盆踊り、作踊り（3) 薪の利用(2) 縄づくり(2) 

 溜め池(1) 近くの小川（川の汚

れ）(1) 

祭り(3) 小正月行事(1) 山菜やきのこ(2) 桶、樽(1) 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

志戸橋 旧金岡小学校の銀

杏の巨木(1) 

田圃のはさがけ稲

（機械化のため）(1) 

神社やお寺(2) 番楽(1) 漬け物など冬場の

食べ物(2) 

薪ストーブ（石油ス

トーブ使用に変わ

った）(1) 

 ホタル(2) 

（毎年、近くの水田

で見れる）（少なくな

ったがみんなの力

で再生させたい） 

溜め池のエビ(1) 七星神社奉納相撲

(1) 

長男が受け継ぐ(1) 干し餅づくり 薪山（石油を使うの

で杉が植えられた）

(1) 

 田圃の風景（昔も今

も手入れをして維

持してきた）(1) 

近くの雑木林(1) 七星神社（氏子総

代の人達がリーダ

ーとなり守っている）

(1) 

祭り(1) 年越し蕎麦（志戸

橋蕎麦として販売し

ている）(1) 

松（松食い虫のた

め枯れていく）(1) 

 林道（管理するため

に大切にしたい）(1) 

ホタルの輝く夜景

(1) 

百萬遍(1) 茅葺き屋根（一軒も

なくなった）(1) 

 茅葺き屋根の葺き

替え（昭和４５年頃

迄に集落内全戸）

(1) 

 鎮守の森（七星神

社）(1) 

茅場の風景(1) 盆踊り、作踊り(2) 

（年々参加者が少

なくなってきている）

神社への奉納相撲

（今は小学校の協

力でどうにか実施）

(1) 

 雪国の遊び(1) 

 三角岳のある山(1) 森林の手入れ（手

入れする人が少なく

なった）(1) 

 凧揚げなどと雪遊

び（子供達の遊び

の変化）(1) 

 藁の加工品（作れる

人が数人となった）

(1) 

 地区内の湖沼(1)   炭焼き（５０年程前

に無くなった）(1) 

 自然沼（用水沼）(1)   堆肥づくり（野山か

らの落ち葉や刈草

を集めて作ってい

た）(1) 

 風の松原(1)   

 墓地(1)   

下岩川 田園の風景(2) 三種川清流(1) 佐々楽(6) 佐々楽(1) 薪の利用(2) 炭焼き(3) 

 田畑(2) 農村集落、自然的

景観（現悪農政に

より崩壊危機）(1) 

祭典、祭り(2) 茅葺き屋根の民家

(1) 

山の柴や粗朶の畑

での利用(1) 

雪国の遊び(2) 

 達子神社のある男

山(1) 

ホタル(1) 達子神社、太平神

社(1) 

神社祭典(1) 川魚(1) 縄づくり(1) 

 集落の共有林(1) 散策できる林道(1) 神社(1) 多厄払い(1) 漬け物(1) 茅葺き屋根の葺き

替え(1) 

 自分の山林（近くの

里山）(1) 

釣りができる湖沼(1) 歴史的城跡(1) 山菜やきのこ(1) 

 天然杉（国有林）(1)  山菜やきのこの漬

け物(1) 

 

 歴史的神社(1)   

 湧き水、冷泉(3) 天然杉林(1) 盆踊り(5) 

（今も残っているが

規模が小さくなって

きた） 

鯉川駅（駅員宿舎

もなくなり駅周辺も

淋しくなった）(1) 

山菜やきのこ(3) 漬け物（スーパー、

物産等で販売して

いる）(1) 

鯉川 雑木林、里山(3) 里山（高速道路に

より南北に分断され

た）(1) 

神社(1) 班別運動会(1) 薪の利用(2) 

（油高騰のため、最

近少し増えてきた） 

山菜きのこ、野菜の

漬け物等冬場の食

べ物（伝統が引き

継がれなかった）(1)

 長寿の水(1) 曲がりくねった川(1) 磯前神社(1) 鯉川小学校（町村

合併により小規模

校の統廃合が議論

に上がっている）(1)

冬場の野菜の保存

(1) 

草刈りの肥料(1) 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

鯉川 近くの山林(1) 鯉川(2) 

（水害や農地改革

の基コンクリートの

川になった）（昔は

鯉や鮒がいたが、

農薬や川の改修工

事によって魚がいな

くなった） 

鯉川駅（無人駅）(1) 盆踊り（若者が少な

くなり実施計画が大

変）(1) 

雪国の遊び(1) 藁細工(1) 

 鯉川（鯉、鮒、エ

ビ、ホタル等）(1) 

沢田（減反政策に

より見る見る荒れて

しまった）(1) 

鯉川小学校（１２０

周年、鯉川地区文

化の中心）(1) 

百萬遍（指導的な

人がいなくなり、引

継も行わなかった）

(1) 

野菜（大根、人参、

白菜、キャベツ）(1) 

川魚(1) 

 琴丘陵線の眺め茅

葺き屋根の葺き替

え(1) 

愛宕神社の松の大

木（枯れて倒木とな

った）(1) 

玉蔵寺(1) さなぶり（田植えの

機械化により人によ

る田植えが無くなっ

た）(1) 

山の柴で野菜の添

木として利用(1) 

スキー場(1) 

 別当沢の温泉（通

称温泉と言っている

が温度は水と変わり

がない。しかし昔か

ら怪我や傷にこの

水が効能とされてい

る）(1) 

近くの雑木林が荒

廃(1) 

収穫祭（高齢により

農作物を作る人が

いなくなった）(1) 

 萱の枝垂れ編み

（買った方が安い、

編衣機械が無い）

(1) 

 沢田（先祖が血を

滲ませて開墾した

田畑）(1) 

  縄筵づくり（編衣機

械が無くなった、需

要が無い、藁が無

い）(1) 

鹿渡 田園の風景(2) 八郎潟(2) 番楽、中館番楽(2) 鹿渡小学校木造校

舎(1) 

山菜やきのこ(2) 炭焼き(1) 

 房住山、房住山の

自然(2) 

天然杉とブナ林(1) 佐々楽(1) 山谷佐々楽(1) 薪(1) 獣などを食する(1)

   房住山の歴史と33

番観音(1) 

盆踊り(1) ワカサギ穴釣り(1) 茅葺き屋根の葺き

替え(1) 

   砂子沢番楽(1) 漬け物など冬場の食べ物(1) 

上岩川 田園の風景(5) 雑木林（スギ林に変

わった）(1) 

盆踊り(4) 鳥追い行事(2) 漬け物など冬場の

食べ物(3) 

薪の利用(3) 

 房住山、房住山の

眺め(2) 

天然杉の巨木(1) 祭り、春祭り(2) 大平山の祭典(1) 薪と榾木(1) 炭焼き(3) 

 三種川の清流と魚

鳥、その他の生物

再生(1) 

-1 神社、上岩川神社

(2) 

古い民家(1) 茅葺き屋根の葺き

替え(1) 

雪国の遊び(1) 

 昔の田園風景（環

境の変化に伴い田

螺や山トンボの激

減）(1) 

神社の松の巨木

（松食い虫のため）

(1) 

岩川神社の祭典(1) 地区運動会(1) 柴や杭等営農の諸

材料(1) 

川魚捕り(1) 

 近くの雑木林(1) 荒地の増加（減反）

(1) 

佐々楽(1) 相染様の建造物の

崩壊と祭典(1) 

 草刈り山(1) 

 荒涼たる山肌（木材

価格の低迷による

山相の変化）(1) 

茅場の風景(1) ねぶ流し（上岩川

中央地区）(1) 

  雑木林（杉林とな

る）、ソリ、竹スキ

ー、縄など(1) 

 神社の松の巨木(1) ホタル狩りのできる

清水、河川(1) 

七夕(1)  落ち葉の肥料として

の利用(1) 

  きのこ狩りのできる

裏山の整備(1) 

  放牧採草(1) 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

森岳 神社の巨木(1) 三種川の岸辺、三

種川の魚、流れ(4) 

泉八日佐々楽(4) 泉八日佐々楽（後

継者不足）(2) 

山菜やきのこ(2) 茅葺き屋根の葺き

替え(2) 

 田園の風景（集落

の周りが田圃で囲

まれている）(1) 

松林（害虫による伐

採が多くなった）(1) 

祭り、泉八日神明

社のお祭り(2) 

盆踊り(1) 川海の魚や獣を食

べる(2) 

薪ストーブ(1) 

 集落内にある神社

(1) 

田圃の堰や排水路

(1) 

酒の泉（泉八日村

名由来の神社）(1)

集落運動会(1) 干し柿(1) 子供達が自然とふ

れあう機会(1) 

 石倉山からの眺め

(1) 

 鰰寿司やきりたんぽ

等の郷土料理(1) 

 

 集落周囲の田園(1)  正月の年越蕎麦(1) 

浜田 松林、防風林（黒松

林）(3) 

松林（松食い虫や

砂採取のため）(2) 

祭り、涌山神社の

祭り(6) 

祭り、祭りの御輿

（担手の後継者不

足）(2) 

漬け物など冬場の

食べ物(5) 

雪国の遊び、氷遊

び(2) 

 日向山公園の桜(2) 日向山の桜(2) 獅子舞(5) 盆踊り、通り音踊り

(2) 

山菜やきのこ(3) 藁などを使った生

活用具(1) 

 日向山(2) 元の八郎潟(1) ドンド焼き(2) 茅葺き屋根の家(1) 鰰寿司(1) 泥鰌捕り(1) 

 日向山公園 残在湖の鮒、エビ

など(1) 

厄払い(1) 一里塚の松(1) 泥鰌(1) きのこ（松食い虫や

山の手入れをしなく

なった）(1) 

 ハシ沼(1) 残在湖の鮒、エビ

など(1) 

小正月(1) 蓮沼神社の祭り(1) 泥鰌(1) きのこ（松食い虫や

山の手入れをしなく

なった）(1) 

 八郎湖(1) 湧き水(1) 氷遊び(1) 落ち葉の肥料として

の利用(1) 

 丸山(1) 水路の水草(1)  馬ソリ(1) 

 田園の風景(1) 湧き水までの道路

（使わなくなったの

でわからなくなった）

(1) 

   薪ストーブ(1) 

 蓮沼（魚の放流で

水草が減少し水質

が悪化している）(1) 

蓮沼の雨乞い(1)  

 湧き水までの道路

(1) 

  

集落不

明 

自然沼(1)  志戸橋番楽(1) さなぶり行事(1) 漬け物など冬場の

食べ物(3) 

冬囲い(1) 

 高森山(1)  村祭り(1) 山菜やきのこ(1) 炭焼き、縄づくり(1)

 七星神社の杉の木

(1) 

 手柴の箒(1) 野焼き(1) 

   雪国の遊び(1) 獣などを食する(1)

 
⑨八峰町 

集落名 自然 歴史 生活文化 

 残っているもの なくなってしまったも

の・なくなりつつある

もの 

残っているもの なくなってしまった

もの・なくなりつつあ

るもの 

残っているもの なくなってしまった

もの・なくなりつつあ

るもの 

八森 本城跡、本城跡か

らの眺め(4) 

岩館の海岸段丘

（急傾斜地の工事

でコンクリート化）(2) 

神社、銀山神社、

城跡神社、岩館神

明社(5) 

盆踊り、鰰おんど(3) 山菜やきのこ採り

(9) 

炭焼き(5) 

 日本海の夕日(3) コンクリートにより風

景が変わった(2) 

松明祭り(4) 旧正月、小正月(2) 漬け物、鰰など冬

場の食料(4) 

薪の利用(4) 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

八森 田園、田園の風景

(3) 

裏山の牧草地（農

耕馬が不要となっ

て山が荒れ、雑木

林となり、猿の出現

の一因となった）(1) 

白滝の滝浴び祭り

(4) 

祭り、鹿嶋祭(2) 川魚、魚介類の採

種(4) 

縄づくり(3) 

 山からの眺め(2) 堰堤のない川(1) 鹿嶋流し(2) 鳥追い(1) 茅葺き屋根の葺き

替え(3) 

野焼き(3) 

 沢田の滝(1) 雑木林（杉植林の

ため伐採された）(1) 

茅葺き屋根の家屋

(2) 

古い民家（茅葺き

屋根）(1) 

薪ストーブ(2) 蔓を使ったコダン

（入れ物、作る人が

いなくなった）(1) 

 尼子岩の渓流(1) ノケゾリ山の登山道

(1) 

お境明神(1) 昔の小学校の建物

(1) 

稲藁の利用（田畑

の肥料、注連縄づ

くり）(1) 

山菜等の海水によ

る一次塩蔵(1) 

 海岸線の海浜地

（チゴキ崎～大間

崎）(1) 

泊沢の雑木林(1) たいまつ祭り（本館

城落城の犠牲者を

慰める行事）(1) 

集落にある祠や石

碑（手入れ(1) 

落葉を腐葉土にす

る(1) 

茅葺き屋根の葺き

替え（昭和４５年頃

迄に集落内全戸）

(1) 

 湧き水(1) 本舘から尾子岩に

通じる泊川中流の

風景(1) 

松源院（お寺）(1) お境い明神(1)  野兎等（食さなくな

った）(1) 

 貴重な山野草(1) 湧き水(1) 松明での供養（慶

長１０年に百姓一揆

で落城した山城が

あった集落なので、

今も毎年行ってい

る）(1) 

水車小屋(1)  竹や木を使った物

(1) 

 茅葺き屋根の家を

望む風景(1) 

一本松(1) 古い民家(1)  小川で野菜を洗う

（下水道が全世帯

使用できるようにな

れば可能）(1) 

  尼子岩神社の岩

（日本海中部地震

によって崩れてしま

った）(1) 

  

  八森海岸の浜ボー

フ(1) 

 

  山の麓の散策道に

群生していた片栗

の花(1) 

  

  茅場(1)  

  岩館海岸の海草(1)  

  炭焼き小屋の煙の

見える風景(1) 

 

浜水沢 日郡の銀杏(1)  鹿嶋流し(1) 駒踊り(1) 山の柴を畠の蔓性

の支え木として使う

(1) 

炭焼き(1) 

   佐々楽(1) 山菜(1) 縄作り(1) 

   旧正月行事朝鳥追

い(1) 

 

峰浜 雑木林(3) 山菜採り(3) 鹿嶋流し(5) 駒踊り(3) 漬け物など冬場の

食べ物(6) 

炭焼き(7) 

 ブナの森、水沢川

のブナ林(3) 

馬や牛(1) 神社(3) 旧正月、小正月(2) 山菜やきのこ(5) 縄づくり(2) 

 茅葺き屋根(1) 水沢川（葦で狭くな

っている）(1) 

石碑(3） 佐々楽(2) 罠等による獣の捕

獲(1) 

野焼き(2) 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

峰浜 奥山の稜線の眺め

(1) 

流水路の風景（損

得や利便性の追求

で人工的に移転改

造されるため、近辺

の風景が変わった）

(1) 

桃源郷(1) つり橋（老朽化によ

る消滅）(1) 

山の柴や粗朶の畑

での利用(1) 

雪国の遊び（１人遊

び、ゲーム機等の

普及による）(1) 

 水沢川(1) 水沢山のブナ林（こ

こ４０年で３分の１に

なった）(1) 

 鉱山跡(1) 沢水を生活の洗水

として利用(1) 

獣などを食する(1)

 山、川、海、田圃、

畑(1) 

山、川、海（ともに

手が加えられた）(1) 

奴踊り(1) 炭の利用（囲炉裏

風の座卓を入れて

炭をたいている）(1) 

山の枯れ枝の薪と

しての利用（石油を

使う）(1) 

 銀杏の木(1) 川での水泳風景

（灌漑用水量を確

保する為の水量不

足）(1) 

 盆踊り、祭り(1) 干し餅(1) 茅葺き屋根の葺き

替え（住宅の構造

の変化等）(1) 

 一部の住宅の風景

（住民不在となり、

茅葺きの古い家が

２～３軒点在してい

る）(1) 

水沢山の雑木林

（公団植林により無

くなった）(1) 

 古い民家(1) 味噌作り(1) 

 湧き水と渓谷(1) ホタル（多い年と少

ない年がある）(1) 

 

 熊、猿、ホタル、蜻

蛉、甲虫(1) 

牛馬による堆肥のソ

リの運搬風景（化学

肥料の普及、農作

業の簡略化による）

(1) 

  

 集落の神社(1) 沢ガニ(1)  

 山菜(1)   

 
⑩男鹿市 

集落名 自然 歴史 生活文化 

 残っているもの なくなってしまったも

の・なくなりつつある

もの 

残っているもの なくなってしまったも

の・なくなりつつある

もの 

残っているもの なくなってしまった

もの・なくなりつつあ

るもの 

西水口 大滝(2） 野村川の鮎、ウグ

イ、イワナ、ヤマメ

(1) 

下福橋(1) 百萬遍（小正月行

事）(2) 

山菜採り・保存食

(2) 

 一ノ目潟(2)  入り合の薪山(1) 

   柴山、入山の利用

(1) 

真山郷

中 

真山神社(8) 郷中共有林の松茸

山(2) 

なまはげ(8) 大晦日のなまはげ

(2) 

山菜、きのこ採り(5) 炭焼き(6) 

 光飯寺跡(2) 松茸など(1) 柴灯祭り(6) 番楽(2) 漬け物など冬場の

食べ物(4) 

縄づくり(2) 

 鳳凰山から眺める

風景(1) 

本山北東斜面の天

然杉(1) 

万体仏堂(4) 厄払い(1) 薪の利用(2) 干し餅、繭玉作り

（メジョナ）(1) 

 天然杉の巨木(1) 近くの雑木林(1) 真山神社例大祭(4) なまはげ面(1) サイクル的に藪山を

分け合って利用(1) 

山菜やきのこ類の

食利用（エジョロ、

ホンジノコロモ、ジ

サボダケ等）(1) 

 真山、平山地区か

ら見た眺め(1) 

近くの草原(1) 耳堂溝(2) 百萬遍まつり（萬体

佛堂の中、主婦達

が主体）(1) 

椎茸、ナメコのホダ

木(1) 

茅葺き屋根(1) 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

真山郷

中 

北磯地先の海（住

民の「海のおかず」

の場）(1) 

「花採山」の常畑

（現在は杉造林→

荒廃化）(1) 

萬体佛(1) 芸能大会(1) ケデづくり(1) 雪国の遊び(1) 

 一本松から真山を

望む風景(1) 

「花採山」の常畑

（現在は杉造林→

荒廃化）(1) 

なまはげ面(1) お釈迦様（だんだ

ん参加者が少なく

なってきている）(1)

薬用野生植物の利

用（トチバニンジン、

センブリ、ゲンノショ

ウコウ等）(1) 

缶蹴り（昭和３５年

頃まではやってい

た）(1) 

 赤神山地の原生

林、里山林（用材、

薪、榾原木供給）

(1) 

畑(1) 金堀り跡(1) 光飯寺(1) 干し餅作り(1) 牛馬の使用（３０年

前頃迄やった）(1) 

 真山神社余中鳥居

より眺める白神山

(1) 

山野草(1) 盆踊り(1) なまはげ（伝承会等

があり当分の間は

大丈夫）(1) 

稲藁で藁靴や注連

縄を作る(1) 

田螺（各堤に生息

していたが、少なく

なったりいなくなっ

たりしている）(1) 

 茅場の風景（最近

は使われなくなった

ので植林や藪、民

家が２～３軒ある程

度）(1) 

一部の里山林（手

入れ不足のため樹

が高齢化し荒廃し

つつある）(1) 

北浦～真山神社の

庚申塚、仏(1) 

田植え時のさなぶり

のハレ食（赤飯のに

ぎりままと朴の木の

葉に載せて食べた）

(1) 

行事用野生植物の

利用（ゴマギを柴灯

祭りで）(1) 

工芸用野生植物の

利用（ヤマガ、トリ

ギ、ヤナギ、ジンベ

エ杉、マダ、ガラタ

ケ、カヤ、コグサ等

多数）(1) 

 近くの雑木林(1)  盆踊り(1)  藁靴等（藁を使って

作るもの）(1) 

 真山地区の万体佛

堂(1) 

 楓の木（真山神社

の近くにある）(1) 

 手作りの竹スキー

やタコ作り(1) 

 真山山麓の棚田

（景観のみ成らず良

質の水や土保全）

(1) 

  耳堂子（１０年位前

にお堂を新築した

ので建物は良い

が、お参の人が少

ない）(1) 

  

 なまはげ大橋から

眺める安全寺集落

(1) 

 端午の節句のそで

さま馬祭り(1) 

 

 近くの沼や川(1)  一本松（地区の入り

口近くにある）(1) 

 

   北浦～真山神社の

庚申塚、仏（早い時

期に整備をしないと

なくなってしまう恐

れあり）(1) 

  

   馬頭観音（建物が

風化しつつある）(1)

 

入道崎

郷中 

海(2) 海岸（ゴミが流れ着

いて浜が汚い）(1) 

なまはげ(4) 鹿嶋祭(2) 山菜、きのこ採り(3) 薪の利用(2) 

 天満宮の祠（北磯

小学校の守り神だ

った）(1) 

通称「日暮らしの

崎」と呼ばれた所

（昔、日本百景の一

つに選ばれ景観が

良かったが、今は

道も塞がり藪となっ

た）(1) 

山の神神社(2) 小正月、旧正月（今

は殆ど行われてい

ない）(1) 

漬け物など冬場の

食べ物(2) 

茅葺き屋根(2) 

 天然杉の巨木(1) 風の松原（松食い

虫にやられた）(1) 

盆踊り(2) 古い酒蔵等（なくな

りつつある）(1) 

野焼き(1) 共有地などでの薪

の採取（生活習慣

の変化による）(1) 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

入道崎

郷中 

弁天島（現在は形

骸化している）(1) 

松の木（道路に沿

っていたものがなく

なってしまった）(1) 

神社やお寺、古い

民家等(1) 

なまはげ（協力者の

高齢化により継続

が難しい）(1) 

新巻鮭(1) 薪ストーブ（薪は手

がかかり、石油スト

ーブだと手軽だか

ら）(1) 

 近くの雑木林、柏の

木(1) 

松林（松食い虫の

ため）(1) 

延明地蔵（昔、船が

霧のため遭難しそう

になった時、霧の晴

れ間から見えた場

所）(1) 

お祭り（入道岬のお

地蔵はあるが祭りは

やらなくなった）(1)

落ち葉等を集めて

畑に利用（畑仕事

する人達は、来年

のために秋に落ち

葉等を集めて利用

する）(1) 

落葉の肥料(1) 

 柏の木の山、水楢

の雑木林(1) 

緑の松林（松食い

虫）(1) 

入道先の突端にあ

る地蔵さんの祠（海

上安全のお地蔵さ

んとして今もお祭り

が行われている）(1)

正月の行事、節句

の行事(1) 

山の木や枝を薪と

して利用(1) 

若年層の激減（村

人の老齢化が進

み、いずれあらゆる

ものがなくなる）(1)

  茅場の風景（最近

は使わなくなったの

でヤブになってしま

った）(1) 

地蔵さん、石碑等

(1) 

 雪国の遊び（子供

達があまりいないの

で、あまり見ることが

ない）(1) 

    山菜やきのこ採り

（町からくる人達に

荒らされ、根絶して

しまうと思われる）

(1) 

浜塩谷 二ノ目潟(3) 二ノ目潟(2) なまはげ(3) 鹿嶋祭(1) 山菜、きのこ採り(3) 炭焼き(1) 

 八望台(1) 植物(1) 鹿嶋祭(1) 小正月(1) 薪の利用(2) 

 生物(1) 生物(1) 厄払い念仏(1) 盆踊り(1)  

 植物(1)  盆踊り(1)  

福米沢 神社の銀杏(8) 防風林（松）(8) 送り盆行事(10) 柴燈藁(9) がっこ（大根のナタ

漬）(10) 

藁靴(7) 

 八卦の松(7) 松林（松食い虫の

ため）(1) 

なまはげ(10) しょうぶこ(7) 鰰の塩漬(9) こだし(5) 

 湧き水(4)  やらむしゃ（春彼岸

行事）(9) 

虫追い(4) だまっこ餅(5) 

 墓地の欅の木(4)  熊野神社のご神体

（金幅）と祭り(1) 

 藁の利用(1) 

 部落の後ろの欅

（防風林）(2) 

  

 熊野神社周辺の樹

木（保存樹）(1) 

  

集落名

不明 

八望名、一ノ目潟・

二ノ目潟・三ノ目潟

(3) 

田圃の風景(1) なまはげ(5) 小正月、旧正月(2) 薪の利用(4) 薪の利用(2) 

 近くの雑木林(2) 松林(1) 真山神社(4) 大晦日のなまはげ

訪問(1) 

漬け物(3) 獣などを食する(2)

 男鹿半島(1) 海岸（砂浜）(1) 百萬遍(1) 真山頂上の祠（自

然火災で崩壊）(1)

山菜、きのこ採り(3) 松の木(1) 

 真山、平山(1) 茅場の風景（最近

は使わなくなったの

でヤブになってしま

った）(1) 

宇賀神社祭典(1) 鹿嶋流し(1) 鰰寿司(2) 炭焼き(1) 

 自然（農、林、大

滝、一ノ目潟等）(1) 

沢水(1) 祭り(1) 道標となっていた石

碑(1) 

 漬け物(1) 
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集落名 自然 歴史 生活文化 

集落名

不明 

松の木（松食い虫

の被害や自然がな

くなったり山は大荒

れになったので大

切にしていきたい）

(1) 

昔の山道（道路）(1) 小正月のセト祭(1) 盆の太鼓の打ち方

(1) 

 落ち葉の肥料として

の利用(1) 

 自然の景色(1) 湧き水(1) 旧正月(1)  縄づくり(1) 

 戸賀湾(1)   冬の藁細工、竹や

木を使った生活用

具(1) 

 天然杉の巨木(1)   

 文化（男鹿のなまは

げ）(1) 

  

 真山、本山、毛無

山の眺め(1) 

  

 伝統(1)   
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２．集落調査結果 

 
 
Ⅰ．小坂町野口集落における集落聞き取り調査結果（平成 19 年 1 月 17 日） 

 
Ⅱ．大館市粕田集落における集落聞き取り調査結果（平成 19 年 2 月 15 日） 

 
Ⅲ．男鹿市における年縞を活用したワイズユースのあり方検討結果 

（平成 19 年 2 月 16 日） 
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Ⅰ．小坂町 野口集落における集落聞き取り調査結果－概要－ 

１．目的 

地域住民への聞き取り調査により、以下の事項についてより詳細な情報の把握を図る。 
◆環境資源の抽出（アンケート結果を基に、補足、新規抽出） 

◆集落における環境資源の活用・保全のヒントとなる、取り組み・営み（消滅、存続）の把握 

◆地域が抱えている、環境資源の活用にあたっての課題の把握 

２．調査方法 

（１）開催日時 

・平成19年1月17日 18:00～20:00  
（２）開催場所 

・野口コミュニティセンター 
（３）参加者 

・集落住民 ９名 （男性６名、女性３名 ：野口集落自治会長が地域の環境資源に詳しい方を選出） 
[野口集落：45世帯 、 人口154名（男７２名、女８２名） （H19.1.1現在）] 
・秋田県庁 総務企画部 総合政策課 ２名 
・小坂町 企画課 １名 
・株式会社プレック研究所 ３名 

（４）調査内容 

※事前に、野口集落からのアンケート回答結果を整理、資源を把握。 

※次に、アンケートで得られた環境資源情報について、町担当者に予め内容を確認・整理して調査に臨んだ。 

■次第、調査内容 
次第項目 時間 内容 

１．進め方説明 

 

18:00 ～ 18:10 ○調査機関が調査趣旨、本日の調査の進め方を説明 
 

２．アンケート調査結

果（速報）の報告 

18:10 ～ 18:20 ○事前に実施したアンケートにより回答いただいた野口集落とか

かわりのある資源について紹介 

３．野口集落暦シート

の作成 

18:20 ～ 18:50 ○参加者からの環境資源に関する情報の補足 
・参加者から調査機関が補足情報をお伺いし、付箋等に記入し、「暦

シート」に貼り付け。 
４．環境資源の保全・

活用のあり方、その

課題の整理 

18:50 ～ 19:50 ○３．の成果を元に、資源の保全・活用にあたって、現在生じてい

るまたは新規保全・活用にあたって想定される問題を協議。 
・調査機関が参加者の意見を付箋に記入し、「ワイズユースのあり

方シート」に貼り付け。 
５．まとめ 19:50 ～ 20:00 ○調査機関によりまとめ。補足意見交換。 
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■アンケート調査でお答えいただいた、自然、歴史、生活文化資源（小坂町 野口集落） 

 
 

残っているもの（青）
両方に記載あり（残っているが
存続があやぶまれる）（黄）

なくなってしまったもの・なくな
りつつあるもの（赤）

湧水（上水道の水源）

豊かな山菜・きのこ

淡水魚

奥山にわいている温泉（２）
（八九郎温泉　Ｓ49年頃ボーリングで
わいた。部落の有志で小屋をつくり温
泉に入っている）

タケノコ

白地山からの眺め（十和田湖）

ブナ林　薪にするために切っており
残り少ない（業者は切ったブナをま
きにしないで他へ転売している。利
用者へは他の薪を届けている）

集落から白地山の四季の自然の風景 集落からの登山道（白地山？）

大太鼓（２）
盆踊りに打つ太鼓（２）（若者がたた
けない、打ち手が少なくなり保存が
困難になっている）

古い民家

神社（２） 野口神社？（若い人が集まらない）

雷神社祭

山菜（３）・きのこ（２）（多く採取するこ
とができ、漬け物、缶詰等に加工し販
売している）

雪国の遊び

落ち葉の肥料 けものなど食べるもの

野焼き 炭焼き

川魚
茅葺き屋根（２）（屋根の葺き替
えがなくなった）

薪は利用している（今は風呂にたい
ているが、薪が切れるうちだけ）

漬け物（子ども達も出て二人生活で
は量的にいらなくなる）

自然

歴史

生活文化
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Ⅱ．大館市 粕田集落における集落聞き取り調査結果－概要－ 

１．目的 

地域住民への聞き取り調査により、以下の事項についてより詳細な情報の把握を図る。 
◆環境資源の抽出（アンケート結果を基に、補足、新規抽出） 

◆集落における環境資源の活用・保全のヒントとなる、取り組み・営み（消滅、存続）の把握 

◆地域が抱えている、環境資源の活用にあたっての課題の把握 

２．調査方法 

（１）開催日時 

・平成19年2月15日 18:00～20:00  
（２）開催場所 

・粕田公民館 
（３）参加者 

・集落住民 ７名 （男性７名 公民館長 、獅子踊り保存会 、 氏子総代等地域代表者） 
[粕田集落：95世帯 、 人口306名（男142名、女164名） （H19.2.1現在）] 
・秋田県庁 総務企画部 総合政策課 ２名 
・株式会社プレック研究所 2名 

（４）調査内容 

※事前に、粕田集落からのアンケート回答結果を整理、資源を把握。 

※次に、アンケートで得られた環境資源情報について市担当者に予め内容を確認・整理して調査に臨んだ。 

■次第、調査内容 
次第項目 時間 内容 

１．進め方説明 

 

18:00 ～ 18:10 ○調査機関が調査趣旨、本日の調査の進め方を説明 
 

２．アンケート調査結

果（速報）の報告 

18:10 ～ 18:20 ○事前に実施したアンケートにより回答いただいた粕田集落とか

かわりのある資源について紹介 

３．粕田集落暦シート

の作成 

18:20 ～ 18:50 ○参加者からの環境資源に関する情報の補足 
・参加者から調査機関が補足情報をお伺いし、付箋等に記入し、「暦

シート」に貼り付け。 
４．環境資源の保全・

活用のあり方、その

課題の整理 

18:50 ～ 19:50 ○３．の成果を元に、資源の保全・活用にあたって、現在生じてい

るまたは新規保全・活用にあたって想定される問題を協議。 
・調査機関が参加者の意見を付箋に記入し、「ワイズユースのあり

方シート」に貼り付け。 
５．まとめ 19:50 ～ 20:00 ○調査機関によりまとめ。補足意見交換。 
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■アンケート調査でお答えいただいた、自然、歴史、生活文化資源（大館市 粕田集落） 

 
残っているもの（青）

両方に記載あり（残っているが
存続があやぶまれる）（黄）

なくなってしまったもの・なくな
りつつあるもの（赤）

白沢部落の御繕水(3) 川魚(1)

矢立峠の天然杉(2)
タラの木（枝ごと切り取る人が多
く、春に自然に芽が出る木が少
なくなった）(1)

長走の風穴(2)

田園の風景(1)（山林、周りの田畑等） 田園の風景
田園の風景(１)（高齢化が進むと
徐々になくなる）

御興神様、銀杏の木(1)

釈迦湖(1)

山々の豊な山菜(1)

獅子踊り(7)
味噌小屋（今は豆を煮る人も少
ない）(1)

人形祭り(5) 百萬遍(1)

酒こし舞(2)

虫追い祭り(2)

唐松様(2)

神馬(1)

漬け物（２）（大根、カブ、白菜等秋に
漬ける）

漬け物づくり

漬け物（１）（若い方は市販の漬
け物などを食べるので、年配の
方がいない家では作らない方も
いる）

蕗、蕨、ゼンマイ等(1)（冬に備え、塩
漬や乾燥して保存）

蕗等の長期保存 蕗、筍の長期保存（缶詰）(2)

薪ストーブ（１）（雑木や周りの廃材
を使用）

薪ストーブ・薪の利用
薪の利用(2)（山にも入らなくなっ
た）

茗荷、ミズ、タラの芽等（山や林で採
れる）(1)

山菜 山菜(1)

ハタハタの塩漬け(1)（豊漁で値も安い
での、ブリ子がある物を漬けている）

山の柴（擬木の方が使いやすく
長持ちする）(1)

鶏に残飯を与える(1)
野焼き（消防車が来るので、もう
出来ない）(1)

自家製の味噌作り(1)

マメ柿(1)

自然

歴史

生活文化
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Ⅲ．男鹿市における年縞を活用したワイズユースのあり方検討結果 

１．目的 

地域住民、有識者等への聞き取り調査により、以下の事項についてより詳細な情報の把握を図る。 
◆男鹿市における年縞と男鹿市の環境資源を関連づけて活用する際の、活用のあり方および課題の把握 

２．調査方法 

（１）開催日時 

・平成19年2月16日 15:00～17:00  
（２）開催場所 

・男鹿市役所 会議室 
（３）参加者 

・男鹿市役所 ○名 、 地域住民代表 ○名 、 有識者 ○名 
・秋田県庁 総務企画部 総合政策課 ２名 
・株式会社プレック研究所 ３名 

（４）調査内容 

■次第、調査内容 
次第項目 時間 内容 

１．進め方説明 

 

15:00 ～ 15:15 ○調査機関が調査趣旨、本日の調査の進め方を説明 
 

２．アンケート調査結

果（速報）の報告 

15:15 ～ 15:30 ○事前に実施したアンケートにより回答いただいた男鹿市とかか

わりのある資源について紹介 

３．目潟の年縞調査結

果を活かした環境

資源の活用（観光、

地域づくり等）のあ

り方、その課題の整

理 

15:30 ～ 16:50 ○．目潟の年縞調査結果を活かした環境資源の活用（観光、地域づ

くり等）のあり方、その課題について協議 
・調査機関が参加者の意見を付箋に記入し、「ワイズユースのあり

方シート」に貼り付け。 

５．まとめ 16:50 ～ 17:00 ○調査機関によりまとめ。補足意見交換。 
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■アンケート調査でお答えいただいた、自然、歴史、生活文化資源（男鹿市） 
 
 
 

集落名

残っているもの
なくなってしまった
もの・なくなりつつ
あるもの

残っているもの
なくなってしまったも
の・なくなりつつある
もの

残っているもの
なくなってしまったも
の・なくなりつつあるも
の

大滝(2）
野村川の鮎、ウグ
イ、イワナ、ヤマメ
(1)

下福橋(1)
百萬遍（小正月行
事）(2)

山菜採り・保存食(2)

一ノ目潟(2) 入り合の薪山(1)

柴山、入山の利用
(1)

真山神社(8)
郷中共有林の松
茸山(2)

なまはげ(8)
大晦日のなまはげ
(2)

山菜、きのこ採り(5) 炭焼き(6)

光飯寺跡(2) 松茸など(1) 柴灯祭り(6) 番楽(2)
漬け物など冬場の
食べ物(4)

縄づくり(2)

鳳凰山から眺める
風景(1)

本山北東斜面の
天然杉(1)

万体仏堂(4) 厄払い(1) 薪の利用(2)
干し餅、繭玉作り（メ
ジョナ）(1)

天然杉の巨木(1) 近くの雑木林(1)
真山神社例大祭
(4)

なまはげ面(1)
サイクル的に藪山を
分け合って利用(1)

山菜やきのこ類の食
利用（エジョロ、ホンジ
ノコロモ、ジサボダケ
等）(1)

真山、平山地区か
ら見た眺め(1)

近くの草原(1) 耳堂溝(2)
百萬遍まつり（萬体
佛堂の中、主婦達
が主体）(1)

椎茸、ナメコのホダ
木(1)

茅葺き屋根(1)

北磯地先の海（住
民の「海のおか
ず」の場）(1)

「花採山」の常畑
（現在は杉造林→
荒廃化）(1)

萬体佛(1) 芸能大会(1) ケデづくり(1) 雪国の遊び(1)

一本松から真山を
望む風景(1)

「花採山」の常畑
（現在は杉造林→
荒廃化）(1)

なまはげ面(1)
お釈迦様（だんだん
参加者が少なくなっ
てきている）(1)

薬用野生植物の利
用（トチバニンジン、
センブリ、ゲンノショ
ウコウ等）(1)

缶蹴り（昭和３５年頃
まではやっていた）(1)

赤神山地の原生
林、里山林（用
材、薪、榾原木供
給）(1)

畑(1) 金堀り跡(1) 光飯寺(1) 干し餅作り(1)
牛馬の使用（３０年前
頃迄やった）(1)

真山神社余中鳥
居より眺める白神
山(1)

山野草(1) 盆踊り(1)
なまはげ（伝承会等
があり当分の間は
大丈夫）(1)

稲藁で藁靴や注連
縄を作る(1)

田螺（各堤に生息して
いたが、少なくなったり
いなくなったりしてい
る）(1)

茅場の風景（最近
は使われなくなっ
たので植林や藪、
民家が２～３軒あ
る程度）(1)

一部の里山林（手
入れ不足のため
樹が高齢化し荒
廃しつつある）(1)

北浦～真山神社
の庚申塚、仏(1)

田植え時のさなぶり
のハレ食（赤飯のに
ぎりままと朴の木の
葉に載せて食べた）
(1)

行事用野生植物の
利用（ゴマギを柴灯
祭りで）(1)

工芸用野生植物の利
用（ヤマガ、トリギ、ヤ
ナギ、ジンベエ杉、マ
ダ、ガラタケ、カヤ、コ
グサ等多数）(1)

近くの雑木林(1) 盆踊り(1)
藁靴等（藁を使って作
るもの）(1)

真山地区の万体
佛堂(1)

楓の木（真山神社の
近くにある）(1)

手作りの竹スキーやタ
コ作り(1)

真山山麓の棚田
（景観のみ成らず
良質の水や土保
全）(1)

耳堂子（１０年位前
にお堂を新築したの
で建物は良いが、お
参の人が少ない）(1)

なまはげ大橋から
眺める安全寺集
落(1)

端午の節句のそで
さま馬祭り(1)

近くの沼や川(1)
一本松（地区の入り
口近くにある）(1)

北浦～真山神社の
庚申塚、仏（早い時
期に整備をしないと
なくなってしまう恐れ
あり）(1)

馬頭観音（建物が風
化しつつある）(1)

西水口

真山郷中

自然 歴史 生活文化
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 集落名

残っているもの
なくなってしまった
もの・なくなりつつ
あるもの

残っているもの
なくなってしまったも
の・なくなりつつある
もの

残っているもの
なくなってしまったも
の・なくなりつつあるも
の

海(2)
海岸（ゴミが流れ
着いて浜が汚い）
(1)

なまはげ(4) 鹿嶋祭(2) 山菜、きのこ採り(3) 薪の利用(2)

天満宮の祠（北磯
小学校の守り神
だった）(1)

通称「日暮らしの
崎」と呼ばれた所
（昔、日本百景の
一つに選ばれ景
観が良かったが、
今は道も塞がり藪
となった）(1)

山の神神社(2)
小正月、旧正月（今
は殆ど行われてい
ない）(1)

漬け物など冬場の
食べ物(2)

茅葺き屋根(2)

天然杉の巨木(1)
風の松原（松食い
虫にやられた）(1)

盆踊り(2)
古い酒蔵等（なくな
りつつある）(1)

野焼き(1)
共有地などでの薪の
採取（生活習慣の変
化による）(1)

弁天島（現在は形
骸化している）(1)

松の木（道路に
沿っていたものが
なくなってしまっ
た）(1)

神社やお寺、古い
民家等(1)

なまはげ（協力者の
高齢化により継続
が難しい）(1)

新巻鮭(1)
薪ストーブ（薪は手が
かかり、石油ストーブ
だと手軽だから）(1)

近くの雑木林、柏
の木(1)

松林（松食い虫の
ため）(1)

延明地蔵（昔、船
が霧のため遭難し
そうになった時、
霧の晴れ間から
見えた場所）(1)

お祭り（入道岬のお
地蔵はあるが祭り
はやらなくなった）
(1)

落ち葉等を集めて畑
に利用（畑仕事する
人達は、来年のため
に秋に落ち葉等を
集めて利用する）(1)

落葉の肥料(1)

柏の木の山、水楢
の雑木林(1)

緑の松林（松食い
虫）(1)

入道先の突端に
ある地蔵さんの祠
（海上安全のお地
蔵さんとして今も
お祭りが行われて
いる）(1)

正月の行事、節句
の行事(1)

山の木や枝を薪とし
て利用(1)

若年層の激減（村人
の老齢化が進み、い
ずれあらゆるものがな
くなる）(1)

茅場の風景（最近
は使わなくなった
のでヤブになって
しまった）(1)

地蔵さん、石碑等
(1)

雪国の遊び（子供達が
あまりいないので、あ
まり見ることがない）
(1)

山菜やきのこ採り（町
からくる人達に荒らさ
れ、根絶してしまうと思
われる）(1)

二ノ目潟(3) 二ノ目潟(2) なまはげ(3) 鹿嶋祭(1) 山菜、きのこ採り(3) 炭焼き(1)

八望台(1) 植物(1) 鹿嶋祭(1) 小正月(1) 薪の利用(2)

生物(1) 生物(1) 厄払い念仏(1) 盆踊り(1)

植物(1) 盆踊り(1)

神社の銀杏(8) 防風林（松）(8) 送り盆行事(10) 柴燈藁(9)
がっこ（大根のナタ
漬）(10)

藁靴(7)

八卦の松(7)
松林（松食い虫の
ため）(1)

なまはげ(10) しょうぶこ(7) 鰰の塩漬(9) こだし(5)

湧き水(4)
やらむしゃ（春彼
岸行事）(9)

虫追い(4) だまっこ餅(5)

墓地の欅の木(4)
熊野神社のご神
体（金幅）と祭り(1)

藁の利用(1)

部落の後ろの欅
（防風林）(2)

熊野神社周辺の
樹木（保存樹）(1)

福米沢

入道崎郷
中

浜塩谷

自然 歴史 生活文化
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 集落名

残っているもの
なくなってしまった
もの・なくなりつつ
あるもの

残っているもの
なくなってしまったも
の・なくなりつつある
もの

残っているもの
なくなってしまったも
の・なくなりつつあるも
の

八望名、一ノ目
潟・二ノ目潟・三ノ
目潟(3)

田圃の風景(1) なまはげ(5) 小正月、旧正月(2) 薪の利用(4) 薪の利用(2)

近くの雑木林(2) 松林(1) 真山神社(4)
大晦日のなまはげ
訪問(1)

漬け物(3) 獣などを食する(2)

男鹿半島(1) 海岸（砂浜）(1) 百萬遍(1)
真山頂上の祠（自然
火災で崩壊）(1)

山菜、きのこ採り(3) 松の木(1)

真山、平山(1)

茅場の風景（最近
は使わなくなった
のでヤブになって
しまった）(1)

宇賀神社祭典(1) 鹿嶋流し(1) 鰰寿司(2) 炭焼き(1)

自然（農、林、大
滝、一ノ目潟等）
(1)

沢水(1) 祭り(1)
道標となっていた石
碑(1)

漬け物(1)

松の木（松食い虫
の被害や自然が
なくなったり山は
大荒れになったの
で大切にしていき

昔の山道（道路）
(1)

小正月のセト祭(1)
盆の太鼓の打ち方
(1)

落ち葉の肥料としての
利用(1)

自然の景色(1) 湧き水(1) 旧正月(1) 縄づくり(1)

戸賀湾(1)
冬の藁細工、竹や木
を使った生活用具(1)

天然杉の巨木(1)

文化（男鹿のなま
はげ）(1)

真山、本山、毛無
山の眺め(1)

伝統(1)

集落名不
明

自然 歴史 生活文化
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